
春
秋
優
劣
歌
の
表
現
手
法

寺

川

眞

知

夫

額
田
王

の
春
山
万
花

の
艶

と
秋

山
千
葉

の
彩

の
優
劣
を
判
わ

っ
た
歌
、

十
六
番
歌
に
は
諸
注
釈

の
ほ
か
に
、
多

く
の
論
及
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

(1
)

(2

V

歌

の
展
開
と
詩
宴

の
場
と
の
関
係
、
歌

題
の
天
智
天
皇
と

の
関
係
、
歌

の

(3

)

(4

)

構
造
と
対
句

と

の
関
係
、
歌
の
構
造

と
額

田
王

の
表
現
意
図
と

の
関
係
、

(
5
)

秋
を
よ
し
と
す
る
判

断
と
歌

の
詠

ま
れ

た
季
節
と

の
関
係
、
黄
葉
を
取
る

(6
)

行

為
と
呪
術
性

と

の
関
係

、
秋
を

よ
し
と
す

る
判
断

と
漢
文
学

の
影
響

と

(7
)

(8
)

の
関
係
、
秋
を

よ
し
と
す

る
判
断
と
文
芸
性
と

の
関
係
等
で
あ
る
。

こ

の
歌
は
題
詞
に

「
天
皇

、
内
大
臣
藤
原
朝
臣

に
詔
し

て
春
山
万
花

の

艶

と
秋
山

千
葉

の
彩
を
競

ひ
憐
ば

し
め
た
ま
ふ
時
、
額
田
王
歌
を
以
て
判

れ

る
歌
」

と
説

く
作
歌
事
情

か
ら

し
て
、
額
田
王
自
身
が
主
体
的
に
選
ん

だ

題
で
は
な
い
よ
う

で
あ

る
。
周
知

の

『懐
風
藻
』
序
文

の

一
節

は
、

(淡
海

先
帝
)
す

で
に
し
て
以
為
ほ

し
け
ら
く
、
風
を
調

へ
俗
を

化
む

る
こ
と
は
、
文
よ
り
も
尚
き
こ
と
は
な
く
、
徳
を
潤
ら

し
身
を

光
ら
す

こ
と

は
、

い
つ

れ
か
学
よ
り
先

な
ら

む
と
。

(中
略
)
し
ば

し
ぼ

、
文
学

の
士
を
招
き
、
時
に
置
醴

の
遊
び
を
開
き

た
ま
ふ
。

こ

の
際

に
あ

た
り

て
、
宸
翰
、
文
を
垂

ら
し
、
賢
臣

、
頌
を
献
る
。
雕

章
麗
筆

、
た
だ

に
百
篇

の
み
に
あ
ら
ず

。

と
の
べ
、
天
智
天
皇
が
し
ば
し
ば
文

学

の
士
を
招

い
て
、
文
雅

の
宴
を
催

し
、
自
ら
も
詩
を
詠
じ
た
と
伝
え
る
。
十

六
番
歌

の
主
題
も
、
文
学

の
宴

(9

)

の

一
つ
と

し
て
の
詩
宴
に
お

い
て
天
智

天
皇

の
課

し
た
も

の
で
、
漢
文
学

(
10
V

の
影
響

の
も
と

に
選
ば

れ
た
と
み
る
の
が
定
説

で
あ

る
。
し
か
し
、
季
節

の
美

の
優
劣

へ
の
関
心
が
漢
詩
賦

の
世
界

に
直
結
す

る
と
自
明
な
わ
け
で

は
な

い
。

『文
心
雕
龍
』

は
物
色
論
を
立

て
、
『文
選
』

に
物
色

の
部
を
設

け

る
が
、
物
色

の
部
に
は
四
首

の
詩
賦
を
あ
げ

る
の
み

で
あ
る
。
そ

の
潘

一



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

安
仁

の

「秋

興
賦
」

で
は

「感
冬
索
而
春
敷
兮
、
嗟
夏
茂
而
秋
落
」

と
四

季

に
言
及
す

る
も

の
の
、
漢
詩

で
は
春
秋

の
物
色
を
表
現

の

一
部
に
取
り

上
げ

る
例
が
多

い
。
隋
唐
詩

に
な

る
と
六
朝
詩
よ
り
は
自
然

の
美

に
関
心

(11
)

を
向

け
る
が

、
春
山
万
花

と
秋
山
千
葉

の
美

の
優
劣
を
判
ず
る
ご
と
き
主

題
を
扱
う

わ
け
で
も
な

い
。

『万
葉
集
攷
証
』

が
漢
土
に

お
け

る
春
月

と

秋
月

の
比
較

を
し
た
例

と
し
て
あ
げ

た
の
は
趙
徳
麟
編

の

『候
鯖
録
』

の

蘇
東

坡

の
故
事

で
、
宋
代

に
下
る
。
小
島
憲
之
氏
が
季
節

の
特
徴
を
対
比

的
に
と
ら
え
た
漢
詩

と
し
て
あ
げ

ら
れ

た
例

は
、
先

の
潘
安
仁

の

「
秋
興

賦
」
と
、
日
本

の
詩
人
石
上
宅

嗣
の

「小
山
賦
」

(『経
国
集
』
)

の

一
節
、

「
草
逢
春

而
花
錦

、
樹
入

夏
而
葉
帷

、
秋
気
悲

兮
落
実

、
冬

風
急

兮
空

(12
)

枝
」
と
で
あ

っ
た
。
宅
嗣

の
春

夏
秋
冬

の
自
然
を
主
題

と
す
る
詩
は
自
然

へ
の
関
心

の
日
本
的
な
あ

り
よ
う

を
示
す
。

『懐
風
藻
』

の
詩
は
、
近
江

朝

の
詩
文

の
世
界
を
ど

の
程
度
継

承
し
た

か
不
明

で
あ

り
、

『万
葉
集
』

の
四
季
分

類

の
巻

ほ
ど

で
な
い
に
し
て
も
、

『文
選
』

に
比
し
て
四
季

の

物
色
を
扱
う
比
重
は
重

い
。
六
朝
隋
唐
詩
や
詩
論

の
、
日
本
人

の
四
季

の

認
識
と
詩
的
表
現
、
四
季
分
類

の
方
法

へ
の
影
響
も
大
き

い
が

、
四
季

の

物
色
を

主
題

と
す

る
詩

へ
の
傾
き
は
、

『文
華
秀

麗
集
』
・
『経
国
集
』

に

も
継
承
さ
れ

る
よ
う

に
、

日
本
的
な
好
み
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。

近
江
朝

の
詩
人
た
ち
が
春
山
万
花

の
艶
と
秋
山
千
葉

の
彩

を
競

い
褒

め

二

た
詩
宴

で
、
額
田
王
は
、
天
智
天
皇

の
詔
を
う
け

て
両
者

の
優
劣
を
判

っ

(
13
)

た
。

こ
の
主
題
は
文
芸
的
遊
び

の
範

囲
に
属

し
た
と

み
て
よ

い
が
、
十
六

番
歌
以
後

の

『万
葉
集
』
、

『懐
風
藻
』
・
『文
華
秀
麗
集
』
な
ど

の
漢
詩
集
、

『古
今
和
歌
集
』

に
も
扱
わ
れ
ず

、
平
安
時
代
半

の

『拾
遺
和
歌
集
』
巻

九
雑

下
に
な

っ
て
、

あ

る
所

に
、
春
秋

い
つ
れ
か
ま
さ
る
と
と
は
せ
給

ひ
け
る
に
、

詠

み
て
奉
り
け
る

春
秋

に
思

み
だ
れ

て
分
き
か
ね

つ
時
に

つ
け

つ
・
移

る
心

は
(五
〇
九
)

元
良

の
み
こ
、
承
香

殿

の
と
し

こ
に
春

秋

い
つ

れ
か

ま
さ
る

と

・
ひ
侍
け
れ
ば
、
秋
も
を
か
し
う
侍

と
い
ひ
け
れ
ば
、
お
も

し
ろ
き

さ
く
ら
を

こ
れ
は

い
か
が
と

・
ひ
侍

け
れ
ば

、

お
ほ
か
た
の
秋

に
心
は
寄

せ
し
か
ど
花
見
る
時
は
い
つ
れ

と
も
な

し

(五

一
〇
)

と
み
え
る
よ
う
に
、
春
秋
優
劣
が
主
題
に
な
り
、
秋
に
心

を
寄

せ
る
と
歌

わ
れ
る

の
は
、
か
な
り
時
代
が

下

っ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

『万
葉
集
』
や

『古
今
和
歌
集
』

は
四
季
分
類
を
導
入
し
、
春
秋

の
美

の

特
徴

の
認
識
を
深
め
、
表
現

に
工
夫
を
凝
ら
し

て
そ
れ
ぞ
れ

の
美
を
称
え

る
段
階

で
あ

っ
た
。

『源
氏
物
語
』

で
は
春
秋
優
劣

の
主
題
が
繰
り
返

し



扱

わ
れ
、

『更
級

日
記
』

に
は

『拾
遺
和
歌
集
』

と
同
じ
く

こ
の
主
題

が

歌

の
場

で
扱
わ
れ
た

こ
と
を
記
す
。

こ
の
主
題
を
扱
う
に
は
自
然
を
美
討

表
現

の
対
象
と

し
つ
つ
、
季
節
ご
と

の
特
徴

へ
の
認
識
が
あ

る
深

み
に
至

る
必
要

が
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

『拾
遺
和
歌
集
』
巻
九

雑
下

に
は
、
先

の
歌

に
続

い
て
周
知

の
、

春
は
た
だ
花

の
ひ
と

へ
に
さ
く
ば

か
り
も

の
の
あ

は
れ

は
秋
ぞ
ま
さ

れ
る

(五

一
こ

と
、

「も

の
の
あ

は
れ
」
と

い
う
基
準

で
秋
が
優
れ

て
い
る
と
歌
う
歌
が

配
さ
れ
て

い
る
。
額

田
王

は
か
か
る
判
断
基
準

は
持
ち
合
わ

せ
な
か

っ
た
。

額
田
王
は
即
境
性

に
よ

っ
て
秋

の
バ

ッ
ク
ア

ッ
プ
を
期
待
し

て
秋
を
選
ん

(14
)

だ
と
の
説

は
あ

る
が
、
そ
う

し
た
判
断

の
基
準

で
皆

の
納
得
を
得
ら
れ
る

ほ
ど
に
、
時
代
が
成
熟

し
て
い
た
も

の
か
、

い
ま

み
た
と
こ
ろ
か
ら
し
て

も

、
な
お
疑
問
な

し
と
し
な

い
。
額

田
王
は
時
代

に
か
な

っ
た
、
し
か
も

時
代
を
超
え

よ
う

と
す

る
独
自

の
判
断
と
そ
れ
を
納
得
さ
せ
る
表

現
の
創

意
を
求

め
ら
れ

て
い
た
と

み
ね
ば
な
ら
な

い
。
も

っ
と
も
、
す
で
に
文
芸

の
場

に
春
秋
優
劣

の
競
争
的

評
価
は
主
題

と
し
て
存

在
し
え

た
。
『古
事

記
』
応
神
天
皇
条

に
、
伊
豆
志
乙
女
を
め
ぐ
る
妻
争

い

の
物
語

が
み
え

る

と
お
り

で
あ
る
。

い
ず
れ
が
先
か
問
題
な
が
ら
、
額

田
王

の
歌
が
純
粋

に

風
雅

の
問
題
と
し
て
扱
う

の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
生
産

と
結
び

つ
け
た
基

春
秋
優
劣
歌

の
表

現
手
法

準

に
立

っ
て
春
を
優
位
に
立
た
せ
て
い
る
。
秋

は
収
穫

の
季
節
で
は
あ

っ

た
が
同
時

に
凋
落

の
季

節
で
も
あ

っ
た
。
そ

の
秋
を
額
田
王
は
凋
落
を
内

包
す
る
美

へ
の
評
価

に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
花

や
黄
葉
を
手
に
取
り
得

る

か
否
か

の
基
準
で
選
ん
だ

。
額

田
王

の
判
断
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

の
は
何

故
か
、
歌

の
構
成

と
表
現

の
手
法
と
を
検
討
し

つ
つ
改
め
て
考
え

て
み
た

い
。

(
一
)

歌
の
構
成

周
知

の
と
お
り
犬
養
孝
氏
は
十
六
番
歌

の
構

成
を
綿
密

に
分
析

し
、
秋

を
よ
し
と
す

る
判
断
を
も
ち
な
が
ら
、
春
秋

に
分
か
れ
た

一
座

の
聞
き
手

を
意
識

し

つ
つ
、
春
か
秋
か
決
め
が
た
い
と
迷

う
、
女
性
的
な
心

の
揺
れ

(15

)

に
従

っ
て
表
現
し
た
と
説
か
れ
た
。
こ
れ
を
受

け
、
辻
憲
男
氏
は
揺
れ
と

み
え

る
部
分

に
明
確
な
構
成
意
識

の
あ

る
こ
と
を
読

み
と

る
べ
き
だ
と
主

(
16

)

張
さ
れ

て
い
る
。
犬
養
氏

の
指
摘

の
と
お
り

、
歌

の
構
成

に
は
春
秋
二
派

に
分
か
れ
た
人

々
の
反
応
を
窺

い
、

一
座

の
反
応
を
楽
し
む
よ
う
に
み
え

る
と

こ
ろ
が
あ
る
が
、
も
と
よ
り
揺
れ

る
心

の
表
現

で
は
な
く
、
辻
氏

の

説

の
ご
と
く
意

図
的

な
も

の
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
額
田
王
は
最
初
か

ら
万
花

の
春
よ
り
、
千
葉

の
秋
が
よ

い
と
判
じ
よ
う
と

の
意

図
を
も

っ
て

詠
ん
だ
と
み
ら
れ
る
。
歌

の
構
成
は
、
犬
養
氏
以
来
、
対
句

を
重
視

し
て

三



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

さ
ま
ざ

ま
に
説
明

さ
れ

て
き

た
が
、
対
句

の
崩
れ

に
も
注
意
す
べ
き
で
、

(
17
)

こ
こ
で
秋

へ
の
傾
斜
を
示

そ
う

し
て
い
る
と
み
る
説
が
支
持
さ
れ
よ
う
。

対
句

へ
の
こ
だ

わ
り
す
ぎ

は
、
意
味

の
理
解
を
ゆ
が

め
、
「そ

こ
し
う
ら

め
し
」

の
受

け
る
範

囲

の
理
解

に
問
題
を
生

じ
さ
せ
て
い
る
。
意
味

の
続

き
を
重
視
す
れ
ば

、
次

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
み
う

る
。

冬
ご
も
り

春
去
り
く
れ

(△
)
ば

鳴

か
ざ
り

し

鳥
も
来
鳴
き
ぬ

(○
)

咲

か
ざ
り

し

花
も
咲
け
れ

(○
)
ど

山
を
茂

み

入

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
ば

置
き
て
ぞ
な
げ

く

そ
こ
し
う
ら

め
し

秋
山
そ
我
は

(△
)

前
段

の
最
初
、
自
然

の
推
移
と
し

て
の
春

の
訪
れ
を
条
件
節

の
な

か
で

四

前
提

と
し
て
示

し
、
そ

の
表
現
を
受

け
て
、
鳥

が
鳴
く

こ
と
を
含
め

て
題

詞
に
あ
げ

る
条
件
と
異
な
る
春

の
好
ま
し

い
物
色

と
し
て
花
鳥
を
取
り
立

(
18
)

て
る
。
花
鳥

の
表

現
は
、
漢
詩

文

の
影
響

で
あ

り
、
後

に

み
る

『懐
風

藻
』

の
詩

と
か
か
わ
ら

せ
る
と
、
同
席

の
詩
人
た
ち
が
賞
美

し
た
春
山

の

物
色
で
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
。
万
花
以
外

の
、
鳥
を
好
ま
し
い
物
色

と
し

て
提
示
し
た
こ
と
で
、
春
山
万
花

の
艶
を
詠
ん
だ
詩
人
た
ち
に
期
待

さ
せ

る
。
し
か
し
、
春

の
物
色

の
表
現

は
最
後

に
逆
接

の
助
詞

「
ど
」
に

一
括

さ
れ
、
否
定
的
表

現

へ
の
展
開
を
予
測
さ

せ
る
。
題
詞
に
そ

っ
て
、
山

の

花

に
焦
点
を
あ
て
、
山
が
茂
り
、
草

が
深

い
の
で
、
手

に
取
る
こ
と
も
、

取

っ
て
見
る
こ
と
も

し
な

い
と

い
う
。
「
山
を
茂

み
」

と

「草
深

み
」

の

二
つ
の
条
件
は
、
春

の
生
命
力
を
表

す
も

の
で
あ

り
、
夏

に
向
け

て
ま
す

ま
す
募
り

、
秋
ま

で
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
状
況
を

と
ら
え

て
い
る
。

前
段
末

「見
ず
」

の

「見
る
」
は
後
段
と

の
対

比
か
ら
し
て
も
実
質
的
意

味
を
も

つ
。
春
山
万
花

の
艶

へ
の
接
近

の
不

可
能

を
、
「
取
る
」
を
キ
イ

ワ
ー
ド

と
し
て
強
調

し
、
取
れ
な

い
が
ゆ
え

に
褒
む

べ
き
万
花

の
艶
を

「
見
ず
」
と

い
い
、
万
花

の
艶
そ

の
も

の
の
評
価
を
避
け
な
が
ら
も

、
自

ら

の
否
定
的
態

度
を

明
示

し
て
、
前
段
を
終
え
る
。
手

に
と

っ
て
万
花

の

艶
を
見
得
な

い
と

い
う

の
は
、
春

の
比
較
的
近
景
を
と
ら
え
て
表

現
し
て

い
た

で
あ
ろ
う
春
方

の
詩

人
に
と

っ
て
は
意
外
な
判
断
で
あ

っ
た
で
あ

ろ



う
。
言

い
が
か
り
的
で
は
あ

っ
た
が
、
額
田
王

の
判
断

の
基
準

と
し
て
は

一
貫
し
て

い
る
。

春
に
否
定
的
態
度

を
示

し
た
額

田
王

は
、
秋
山

に
対

し
て
は
最
初
か
ら

客
観
描
写
を
し
な

い
。
春

山
の
評
価

の
キ
イ
ワ
ー
ド
の

一
つ
と

し
て
重
要

な
役
割

を
担
わ
せ
た

「見

る
」
を

用
い
、
春
山
万
花
を

「見
ず
」
と
強
く

締

め
括

っ
た

の
と
対

照
的

に
、
黄
葉

は
最
初

か
ら

「見

て
は
」
と
順
接
条

件

に
よ

っ
て
提

示
す

る
。
こ
の
二
句

一
節
が

、
前
段

の
ど

の
部
分
と
対
応

す
る

の
か
理

解
は
揺
れ
る
が
、

「見
ず

」
と

「
見
て
は
」

の
意
味

的
対

応

に
こ
だ

わ
る
と
、
前
段
後
半

の
三
節
六
句
を
総
括

し
て
対
置
さ
せ
た
と

い

え

る
。
「見

て
は
」

の
あ

と
、
「見
ず
」

の
前

の

「取
ら
ず
」
を
意
識
し
、

「取

る
」

を
用

い
て
後
段

の
導
入
部
と
す
る
。

以

下
、
前
段

と
は
逆

に
秋

に
か

か
わ

る
肯
定
的
表
現
が
続
く
こ
と
が
予

想

さ
れ

る
。
花

へ
の
評
価

の
も
う

一
つ
の
キ
イ

ワ
ー
ド

「
取
る
」
は

「
取

り
て
ぞ
」

と
強
調
表
現

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に

「
見
る
」
よ
り
、

思

い
入
れ

の
こ
も

っ
た

「
し
の
ふ
」
に
よ

っ
て
黄
葉

へ
の
積
極
的
評
価
を

(
19

)

す

る
。
「
し
の
ふ
」

は
賞
美
す
る
意
で
、
「
取
り
て
ぞ
」
と

一
体
で
用
い
ら

れ

て
お
り

、
秋
山
全
体

の
黄
葉

で
は
な
く
、
手
に
取

っ
た

一
枚

一
枚

の
黄

葉

の
彩
を
賞
美
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
も
女
性
的
な
姿
勢

と
い
う

べ
き

か
、
漢
詩
人

の
視
点
を
離
れ
た
額
田
王
独
自

の
判
断

の
基
準

を
示

し
て
い

春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

る
。
こ

の
あ
た
り
で
秋

に
肯
定
的
評
価
が
く
だ
さ
れ
る
と
予
想

し
て
よ

い
。

し
か
し
、
額
田
王

は
こ
こ
で
黄
葉
か
ら
す
る
と

マ
イ
ナ

ス
の
イ
メ
ー
ジ
を

負

う

「
青
き
」
を
提
示

し
、
「青

き
を
ば
置
き

て
そ
嘆

く
」

と
た
ゆ
た

い

(
20
)

を
示
す

。
犬
養
氏

の
指
摘
さ
れ
た
座

の
反
応

を
窺

う
表

現
で
あ
る
。
青
葉

は
文
脈

か
ら
し
て
常
緑
樹

の
葉

で
は
な
く
、
黄

葉
し
て
い
な
い
青
葉
と

み

て
よ
い
。
「置
く
」
は
手

に
取
ら
な

い
こ
と
で
あ

る
が

、
「取
ら
ず
」
と
は

い
わ
な

い
。
前
段

に
二
度
重
ね
用

い
た
強
い
否
定
的
表

現
を
用

い
な

い
で
、

強

調
構

文

の
中
な
が

ら
、
「置

き
て
そ
」
と
和
ら
げ

た
語
を
も
ち

い
る
。

秋

に
は
青
葉
も
手

に
取
り
え
る
が
、
そ

の
ま
ま
に
し
て
黄
葉

し
て
い
な

い

こ
と
を

「
嘆
く
」
と

い
う

の
で
あ
る
。

「歎
き
」

に
も

「嘆
賞

」

の
意
味

(
21
)

あ

り
と
す
る
説
も
あ

る
が
、
「
そ
こ
し
う

ら
め
し
」
と

の
関
係

か
ら
す
れ

(22

)

ば

、
黄
葉

し
て
い
な

い
こ
と
を
残
念

に
思
う
心
を
表
す

と
解

さ
れ

る
。
も

と
よ
り
黄
葉

の
秋
を
全
面
否

定
す
る
語
で
は
な

い
。
黄
葉

へ
の
深

い
心
寄

せ
を
前
提
と
し
、
青
葉
が
残

っ
て

い
る
が
故

に
、
黄
葉

へ
の
期
待
が
完
全

に
は
満
た
さ
れ
な

い
不
満
を
露
に
す

る
表
現

で
あ
る
。
黄
葉

に
よ
せ
る
思

い
の
深
さ

の
屈
折
し
た
表

現
で
も
あ

る
。
こ
の
不
満
も
、
春

の
草
が
夏
に

向

け
て
茂

る

の
と
は
逆

に
、
青
葉

は
や
が
て
黄
葉

し
、
「歎
き
」

は
時

間

の
経
過
と
と
も
に
薄
れ
消
え

て
い
く

。

続
く

「う

ら
め
し
」
は

「
う
ら
む
」

の
派

生
語

で
、

「惜
し

い

・
残
念

五



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

で
あ
る
」
程
度

の
不
満
を
表
し
、

『万
葉
集
』

の
用
例

に
よ

っ
て
指
摘

さ

(23
)

れ
て

い
る
と
お
り
、
決

し
て
否
定
を
表
す
語

で
は
な

い
。
そ

の
不
満
は
何

に
対
す
る
も

の
か
理
解

は
揺
れ

る
。
対
句
を
重
視

し
て

「黄
葉
を
ば
取
り

(
24
)

て
そ
し

の
ふ
」
も
含

め
た
二
節

へ
の
評
価

と
み
な
す
説
も
あ

る
が
、

で
は

手
に
取

っ
て

「
し

の
ふ
」
こ
と
の
ど
こ
が
、
な
ぜ

「う
ら

め
し
」

い
の
か

わ
か
り
に
く

い
。
こ
れ
は

「青

き
を
ば

置
き

て
ぞ
歎
く
」

の

一
節
だ
け
を

(25
)

承
け
る
と

い
う

べ
き
で
あ
る
。
黄
葉

へ
の
心
寄

せ
が
完
全

に
は
満
た
さ
れ

(26

)

な

い
不
満
、

こ
れ
も
屈
折
し
た
心
寄
せ

の
表

現
で
あ

る
。
強

い
て
秋

の
難

点
を
あ
げ
る
類
で
、
「
歎
き
」
と
同
じ
く
持
続

し
、
募

る
も

の
で
は
な
く
、

時
が
解
決

す
る
不
満

で
あ

る
。
「青

き
」
を
置

い
て
歎

か
ざ

る
を
え
な

い

の
が

恨

め
し

い
の
で
あ
り
、
黄

葉
を
手

に
取

っ
て

「賞

美

ふ
」

こ
と
が

(
27
)

「う
ら
め

し
」

い
の
で
は
な

い
。
こ
こ
は
対
句

が
崩
れ
て
お
り
、
意
味
を

重
視
す

べ
き
な

の
で
あ
る
。

こ
こ
が
理
解
さ
れ
れ
ば

、
後

に
続

く

「秋
山

(28

)

そ
我

は
」

の
提
示

は
唐
突

で
あ
る
と

い
う
評
価
に
は
な
ら
な

い
。
す

な
わ

ち
青
葉

へ
の
不
満

に
よ
る
た
ゆ
た

い
を
表
現
し
て
も
、
秋
山

の
黄
葉

へ
の

全
面
的
な
否
定
を
表
現

し
な

い
以
上
、
黄
葉

の
秋
を
よ
し
と
す
る
判
断
が

下
さ
れ
る
の
は
当
然

で
あ

る
。

こ
の
春
秋

の
美
を
競
う
詩
宴

へ
の
参
加
も
、

こ
の
場
に
お
け
る
春

山
万

花

の
艶
と
秋

山
千
葉

の
彩

の
優
劣
を
判

じ
る

こ
と
も
、
あ
ら
か
じ
め
指
示

六

さ
れ

て
い
た
と

み
て
よ

い
な
ら
ば
、
秋
を
よ
し
と
す

る
判
断

は
、
即
興

で

は
な
く
用
意
あ

っ
て
の
も

の
と

い
い
え
る
。
額

田
王

は
当
然
如
何
な
る
視

点

と
表
現
法

に
よ

っ
て
判
わ
る
か
に
心
を
碎

い
て
臨

ん
だ

は
ず

で
あ
る
。

こ
の
歌

に
お
い
て
は
万
花

の
艶
と
千
葉

の
彩

と
い
う

課
題
に
正
面

か
ら
取

り
組

ま
ず

、
花

と
黄
葉
を
手

に
取

っ
て
賞
美
で
き
る
か
否

か
と
い
う
問
題

に
ず
ら
し
て
判
断
を
示

し
た

の
も
、
そ
う
し
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
の
で
は

な

い
か
。
と
す

れ
ば

、
後
段

で
は
、
秋

の
美
に
対
す
る
全

面
的
否
定
な
ど
、

最
初
か
ら
意

図
さ
れ

て
い
な

か

っ
た
わ

け
で
、
「秋

山
そ
吾
は
」

の
判
定

は
額
田
王

の
周

到
な
用
意

の
も

と
に
導
か
れ
た
主
張
で
あ

っ
た
と
認
め
え

(29
)

る
。し

か
し
、
額
田
王

が
春
を
否
定

し
た
根
拠
、
春

の
花
は
手

に
取
り
え

な

い
と

い
う

の
は
客
観

的
事
実

に
反

し
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
民
俗
で
は

春
山

の
花

を
挿
頭
に
す
る

し
、

『万
葉
集
』

に
も

時
代
は
下
る

に
し
て
も

花
を
挿
頭
す
と
歌
う
歌
が
あ

る
。
春

の
花

は
草
木
が
茂

っ
て
取
れ
な

い
と

い
う

の
は
、
事
実
に
反
す
る
強
弁

と
い
う

べ
き
表
現
な

の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
表
現
が
可
能
で
あ

っ
た

の
は
、
土
橋
寛
氏

の
説
か
れ
た
よ
う
に
、
雅

宴

の
開
か
れ
た
季
節
が
、
秋
で
あ

っ
た
か
ら

で
は
あ
ろ
う
。
土
橋
氏

の
提

示
さ
れ
た

『源
氏
物
語
』
乙
女

の
巻

の
秋
好
中
宮

の
紫
上

へ
の
手
紙

の
返

(30

)

事
を

め
ぐ
る
光
源
氏

の
言
葉
は
重

み
を
も

っ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。
し



か
し
な
が
ら
、
額
田
王
の
時
代

に
す

で
に
春
秋
優
劣

の
論
が

一
般
的
に
成

り
立

っ
て
お
り
、
季
節

に
バ

ッ
ク
ア

ッ
プ
さ

せ
る
ほ
ど

に
な

っ
て
い
た

の

で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
疑
問
も
な
り

た
た
な
く

は
な

い
。

『源

氏
物

語
』

に
は
春
秋

優
劣

の
こ
と
が
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ

る
が
、
紫

の
上
は
光
に

示
唆

さ
れ
る
ま
で
、
即
境
性

と
い
う

こ
と
に
思

い
至

っ
て
い
な

い
。
和
歌

集

に
お
い
て
こ
う
し
た
テ
ー

マ
が
問
題

に
さ
れ
る

の
は
、
十
六
番
歌
を
除

く
と
先

に
み
た

『拾
遺
和
歌
集
』

に
下
る
。

し
た
が

っ
て
先

に
も
触

れ

た
よ
う

に
額

田
王

の
判
断

は
季

節

に
よ
る

バ

ッ
ク

ア
ッ
プ
故

に
、
春
方

は
納
得

せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
は
簡
単

に

い
い
え

な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
浮
か
ぶ
。
事
実
、
季
節

の
応

援

、
即
境

性
を
意
識

し
た
に
し
て
は
、
額
田
王
は
正
面
き

っ
て
優
劣
を
論

ら
う
表

現
法
を

と

っ
て
は
い
な

い
の
は
不
審

で
あ
る
。
少
な
く
と
も

「
取

る
」

(「
見
る
」
)

こ
と
を
問

題
と
し
、
や

や
主
題

と
ず
ら
し
た
評
価
を

し

て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ

で
も
な

お
参
列
者
は
不
服
な
が
ら
も
納
得
せ
ざ

る
を
得

な
い
、
そ
う

し
た
表
現

の
手
法
が

こ
こ
に
は
用

い
ら
れ
て

い
る
の

で
は
な
い
か
。
額

田
王

の
用

い
た
表
現

の
手
法
は
他
に
み

い
だ
せ
な

い
で

あ

ろ
う

か
。春

秋
優
劣
歌
の
表
現
手
法

(二
)

春
秋
の
表
現
の
検
証

額

田
王

の
時
代
、
春

の
万
花
、
秋

の
千
葉

の
優
劣

に
つ
い
て
、
あ
る

い

は
春

や
秋

の
自
然
に

つ
い
て
如
何
に
理
解

さ
れ

、
表
現
さ
れ

て
い
た

の
か
。

『懐

風
藻
』
・
『万
葉
集
』
・
『古
事
記
』
、
あ

る
い
は
想
定
さ
れ

る
民

俗
を

も
手
が

か
り

に
し
て
確
か
め
、
額
田
王

の
表
現

の
手
法

に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

『懐
風
藻
』

の
詩
に
よ

っ
て
漢
詩

の
世
界

に
お
け

る
秋

の
表
現
を
み
る

前

に
確

認
し

て
お
き
た

い
の
は
、
「春
山

の
万
花

の
艶
と
秋
山

の
千
葉

の

彩
」

の
表
現
は

一
個

の
花
や
黄
葉

の
美

で
は
な
く
、
万
花
と
千
葉
、
す
な

わ
ち
春
秋

の
山

の
全
景
も
し
く
は
遠

景

の
美

の
判
断
を
課
題
と
し

て
示
し

て
い
た

こ
と
で
あ
る
。

ま
ず

『懐
風
藻
』

の
全
体

的
傾
向
を

み
る
と
、
詩

に
表
現
さ
れ
た
季
節

は
、
春

の
方
が
多

い
。
春

の
表

現
を
も

つ
詩

は
四
十

一
首
、
秋

の
表
現
を

も

つ
詩
は
三
十
六
首
で
あ
る
。
秋
に
は
ま
た
題

に

「秋

日
於
長
王
宅
宴
新

羅
客
」

の
表
現
を
含
む
詩
が
十
首
含

ま
れ

る
。
詩
と
宴

の
関
係
は
密
接
で
、

辻
氏
が
分
析
さ
れ
た
よ
う
に

『懐
風
藻
』

の
詩

か
ら

み
る
と
、
宴

の
季
節

(31

)

の
傾
向

は
春

に
偏

っ
て

い
る
こ
と
と
無
縁

で
あ
る
ま

い
。

次

に
春

の
物
色
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ

た
植
物
を

み
る
と
、

『万
葉
集
』

七



春
秋
優
劣
歌

の
表

現
手
法

に
も
奈
良
時
代
に
な
る
と
多

く
詠

ま
れ

る
梅

・
梅
花
が
十

三
首

に
み
え
、

最
も
多

い
。
花
で
は
な

い
が
、
柳
も
十

三
首

、
竹

・
竹
葉

・
絲
竹
が
九
首

に
み
え
る
。
続

い
て
桃

・
桃
花

が
人
首

、
桜

が
二
首

に
み
え

る
ほ
か
、
花

と

の
み
表
現
す
る
詩
も
八
首
あ

る
。
植
物
以
外

で
は
鶯
が
六
首

に
み
え
る
。

も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
重
複

し
て
詠

ま
れ

る
。
と
こ
ろ
が
秋

に
取
り
上
げ
ら

れ
る
物
色

の
数

は
少
な

い
。
『萬
葉
集
』

で
奈

良
時
代

に
多

く
歌
わ
れ
る

芽
子
は
み
え
な

い
。
渡
来

し
た
時
期

と
か
か
わ

っ
て
歌
材

・
表
現
が
熟
さ

な
か

っ
た

た
め
か
、

『万
葉
集
』

に
は
詠

ま
れ
な

い
菊
が

六
首

に
み
え
、

最
も
多

い
。
以
下
黄
葉

・
葉
錦

が
三
首

に
、
桂
が

二
首

、
楓
が

一
首

に
詠

ま
れ
る
。
植
物
以
外
で
は
鴈
が
五
首
に
詠

ま
れ
る
。
な

お
松

は
春
秋

い
ず

れ

の
詩
に
も
み
え
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
全

て
を
判
断

し
え

な
い
に
し
て
も
、

漢
詩

の
世
界

で
黄
葉
に
触

れ
る
こ
と
は
比
較
的
少

な
か

っ
た
と
い
え

る
。

黄
葉
を
詠
ん
だ
詩
を
具
体
的
に
み
る
と
、
大
津
皇

子
の
短
章

「述
志
」

に
、

天
紙
風
筆
雲
鶴
を
画
き
、
山
機
霜
杼
葉
錦
を
織

ら
む

。

と
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
山
田
三
方

の

「秋

日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

に
お

い
て
は
、

白
露
珠
を
懸
る
日
、
黄
葉
風
に
散

ら
ふ
朝

。
対
揖
す

三
朝

の
使

、
言

に
尽
く
す
九
秋

の
韶
。
牙
水

調
を
含
み
て
激
ぎ

、
虞
葵
扇

に
落
ち

て

飄
る
。
已

に
謝
す
霊
台

の
下
、
徒
に
瓊

瑶
に
報

い
ま
く
欲

り
す

。

八

ま
た
、

『万
葉
集
』
が
大
伴

旅
人
と

の
交
流
を
伝
え

る
吉
田
宜

の

「従
駕

吉
野
宮

」

の
詩

に
お
い
て
は
、

神

居
深
く
し
て
亦
静

け
く
、
勝
地
寂
け
く
し
て
復
幽
け
し
。
雲

は
巻

く
三
舟

の
谷

、
霞

は
開
く
八
石

の
州
。
葉
黄
た
ひ
て
初

め
て
夏
を
送

り
、
桂
白

け
て
早
も
秋
を
迎
ふ
。
今
日
夢

の
淵

の
上
に
、
遺
響
千
年

に
流
ら
ふ
。

と
詠
ま
れ
る
。
大
津
皇
子

は

『万
葉
集
』
に
も
同
趣

の
表

現
を
用

い
た
歌
、

經
も
無
く

緯
も
定

め
ず

未
通
女
等

の

織
れ
る
黄
葉

に

霜

な

零
り
そ
ね

(八
-

一
五

一
二
)

を
詠
ん
で

い
る
。
漢
詩

で
黄
葉

に
つ
い
て
表
現
す
る
も

の
が
少

な
い
こ
と

に
言
及
し
た
が
、
こ
こ
に
み
た
漢
詩
は
山
全
体

の
黄
葉
を
表

現
し
て
お
り
、

額
田
王
に
春
山
万
花

の
艶

と
秋
山
千
葉

の
彩
を
判
わ
る
よ
う
に
課
せ
ら
れ

た
と
伝
え
る
題
詞

の
そ
の
課
題

と
同

じ
表
現

の
傾
向

を
も

つ
。

春

の
詩
に
も

、
大
津
皇
子

の

「春
苑
言
宴
」
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
、

衿
を
開
き
て
霊
沼

に
臨

み
、
目
を
遊
ば
せ
て
金
苑
を
歩
む
。
澄
清
苔

水
深
く
、
晦
曖
霞
峰
遠

し
。
驚
波
絃

の
共
響
り
、
哢
鳥

風

の
與
聞

ゆ
。

群
公
倒
に
載
せ
て
帰

る
、
彭
沢

の
宴
誰
か
論
ら
は
む
。

と
詠
む
。
ま
た
、
釋
智
蔵

に
は
、
「花
鶯
を
翫
す
」
と
題
し
た
詩

が
あ

り
、

桑
門
言
晤
寡
く
、
杖
を
策
き

て
迎
逢
を
事
と
す
。
此

の
芳
春

の
節
を



以
て
、
忽
に
竹
林

の
風
に
値

ふ
。
友
を
求

め
て
鶯
樹

に
嫣

ひ
、
香
を

含
み

て
花
叢
に
笑
ま
ふ
。
遨
遊

の
志
を
喜

ぶ
と
雖
も

、
還
り

て
魄
づ

雕
蟲

に
乏
し
き
こ
と
を
。

と
詠

み
、
葛
野
王

の

「
春
日
、
鶯
梅
を
翫
す
」
は
、

聊

に
休
假

の
景
に
乗
り
、
苑
に
入
り
て
青
陽
を
望

む
。
素
梅
素
靨
を

開
き
、
嬌
鶯
嬌
聲
を
弄
ぶ
。
此
に
対
か
ひ
て
懐
抱

を
開
け
ば

、
優

に

愁
情
を
暢
ぶ
る

に
足
る
。
老

の
将
に
至
ら
む
と
す
る
こ
と
を
知

ら
ず

、

但
春
觴
を
酌
む
を
事
と
す
る

の
み
。

と
歌

っ
て
い
る
。
葛
野
王
は
春

の
花
と
し
て

の
白
梅
を
取
り
上
げ
、
智
蔵

も
葛

野
王
も
鶯

と
の
取
り
合
わ
せ

で
、
春

の
香
と
色
と
を
艶
わ
せ
る
花
を

詠
む

。
さ
ら

に
宴

と
か
か
わ

っ
て
か
庭
園
内

の
物
色
を
あ
げ
、
花
や
鳥

の

声
が
身
近

に
あ

る
も

の
と
し
て
表
現

し
て
い
る
。
大
津
皇
子
は
近
景
と
と

も

に
、
「
鴫
曖
霞
峰
遠

し
」

と
遠

景
も
詠
む

が
、
こ
れ
ら

で
は
春

の
詩

の

ほ
う

が
身
近

な
物
色
を
詠
ん

で
い
る
。

以

上
に
よ

っ
て
、

『懐
風
藻
』

の
春

の
詩

で
は
景

物
と
し

て
花

と
鳥

が

詠

ま
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
い
え
ば
春
秋

の
詩
と
も
に
物
色
は
詩
人
が

直
接

働
き

か
け
る
対
象

と
し
て
は
詠

ま
れ

て
い
な

い
こ
と

の
二
点
を
十
六

番

歌
と

の
関
係
で
注

目
し
て
お
き

た
い
。

『万
葉
集
』

で
は
春
秋

の
物
色
を
詠
む
歌

は
主
と

し
て
奈
良
時
代

の
歌

春
秋
優
劣
歌
の
表

現
手
法

に
み
え
、
代
表
的

な
物
色

は
春

の
梅
と
秋

の
黄
葉
で
あ
る
。
も

と
よ
り
、

詠
歌

の
対
象
と
な
る
物
色

に
も
時
代

の
変
化
は
あ
り
、
額
田
王

の
注
意
を

払
わ
な
か

っ
た
芽
子
も
多
く
詠
ま
れ

て
い
る
が
、
多

く
は
美

的
対

象
と
し

て
詠
ま
れ
て

い
る
。
四
季
分
類
を
も

つ
巻
第
八
と
巻
第
十
を
中
心

に
み
る

と
、
黄
葉
を
詠
ん
だ
歌

の
数

は
多

い
。
奈
良
朝

の
歌
人
た
ち
が
黄
葉
に
美

を
見

い
だ
し
、
表
現
意
欲

を
感

じ
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
で
は
奈

良
時
代

の
歌
人
た
ち
は
黄
葉

の
ど
こ
に
美
を
見

い
だ
し
、
表
現
し
た

の
で

あ
ろ
う
か
。
大
津
皇

子
は
漢
詩

の
発
想

と
同

じ
く
、
山
が
経
も
緯

も
な
く

錦
を

織
る
と
遠

景

の
美

を
表
現

し
た
が
、
巻
第

八

に
は
同
じ
く

『懐

風

藻
』

の
詩
人

で
も
あ
る
長
屋
王
が
詠
ん
だ
歌

、

味
酒

三
輪

の
祝

の

山
照
す

秋

の
黄
葉

の

散
ら
ま
く
惜
し
も

(八
-

一
五

一
七
)

が
あ
り
、
三
輪
山
を
美
し
く
彩

る
黄
葉

の
移

ろ
い
散
ゆ
く

の
を
愛
惜
し
て

い
る
。
巻
第
十

に
は

「
詠
黄
葉
」
と
題
さ
れ

た
歌
群
が
あ

る
が
、

こ
こ
に

も

、
九
月

の

時
雨

の
雨
に

沾
れ
通
り

春

日
の
山

は

色
づ
き

に
け

り

(十
ー

二

一
八
〇
)

鴈
鳴

の

寒
き
朝
開

の

露
な
ら
し

春
日
の
山
を

黄

た
す
も

の

は

(十
-

一
二

人

一
)

九



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

秋
風

の

日
に
け
に
吹
け
ぼ

水
茎

の

岡

の
木

の
葉
も

色
付
き

に
け
り

(十
-

二

一
九

三
)

鴈
鳴

の

來
鳴
き
し
な

へ
に

韓
衣

龍

田

の
山

は

黄
始

め
な
む

(十
ー

二

一
九

四
)

里
も
け
に

霜
は
置
く
ら
し

高
松

の

野
山
つ

か
さ
の

色
付
く

見
れ
ば

(十
-

二
二
〇
三
)

夕
去
れ
ば

鴈

の
越
え
徃
く

龍

田
山

し
ぐ
れ

に
競

ひ

色
付
き

に
け
り

(十
ー

二
二

一
四
)

な
ど
遠

景
と

し
て

の
山

の
黄
葉
を

詠
ん
だ
歌

が
少

か
ら
ず
あ

る
。
ま
た

「
詠
山
」
と
題
し
た

一
首

に
は
、

春
は
萌
え

夏
は
緑

に

紅

の

ま
だ
ら

に
見
ゆ
る

秋

の
山
か
も

(十
-

二

一
七
七
)

と
漢
詩
と
同
じ
く
周

囲
の
景

と
し
て
の
山

の
色

の
季
節
に
よ
る
変
化
を
詠

む
歌
も
あ

る
。
さ
ら
に
、
額

田
王

の
歌

の
表
現
を
継
承
し
た
も

の
か
、
黄

葉
を
挿
頭
す
よ
う

に
直
接
働
き

か
け
る
こ
と
を
歌
う
歌
も
み
え
る
。
額
田

王
と
時
代
的

に

一
部
重

な
る
歌
人

、
柿
本
人
麻
呂
は
、
石
見
か
ら
妻
に
別

れ
て
上
京
す

る
と
き

の
歌

の
反
歌

に
、

秋
山

に

落

る
黄
葉

し
ま

し
く
は

な
散
り
乱
ひ
そ

妹
が
あ
た

り
見

む

(ニ
ー

二
二
七
)

一
O

と
黄
葉
に
散
り
乱
う
美

を
見

い
だ

し
な
が
ら
も
、
妻
を
慕

い
顧
み
る
自
分

の
視
野
を
妨
げ
る
も

の
と
し
て
歌

っ
た
が
、
吉
野
讚
歌

の

一
首

に
お
い
て

は
、

安
見

し

し

吾
が

大
王

神

な
が

ら

神

さ
び

せ
す

と

芳

野

川

た
ぎ

つ
河
内

に

高
殿
を

高
知
り
ま
し

て

上
り
立
ち

国
見
を

せ
せ
ぼ

た
た
な

は
る

青
垣
山

山
神

の

奉

つ
る
御

調
と

春

べ
は

花
挿
頭

し
持

ち

秋

立

て
ぼ

黄
葉
頭
刺

せ
り

[
一
に
云

は
く

黄
葉
か
ざ

し
]

逝
き
副
ふ

川

の
神

も

大
御
食

に

仕

へ
奉

る
と

上

つ
瀬

に

鵜
川
を
立
て

下

つ
瀬

に

小
網
刺

し
渡

す

山

川
も

依
り

て
奉
ふ
る

神

の
御
代

か
も

(
一
-
三

人
)

と
山

の
黄
葉
す

る
こ
と
を
山
神
が

「
黄
葉
を
挿
頭
す
」

と
神
話
化

し
て
表

現
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
同
様

の
表
現
を
用
い
な
が
ら

、
明

日
香
皇
女

の

挽
歌

で
は
や
や
意
味
を
ず
ら
し
て
、
現
実
的
行
為

と
し
て
、

…
…

う

つ
そ
み
と

念
ひ
し
時

春

べ
は

花
折
り
挿
頭
し

秋

立

て
ば

黄
葉
挿
頭
し

敷
妙

の

袖
携

は
り

…

…(ニ
ー

一
九
六
)

と
歌

っ
て
い
る
。
人
麻
呂
作

の
異
伝

の
あ

る
山
前
王

の
石

田
王
挽
歌
に
お

い
て
も
、

…
…

霍
公

鳥

鳴

く

五
月

に
は

菖

蒲

花
橘

を

玉

に
貫

き



[
一
に
云
は
く

貫
き
交

へ
]

蘰
に
せ
む
と

九

月
の

時
雨

の
時

は

黄

葉

を

折

り

挿

頭

さ

む

と

延

ふ

葛

の

い

や
遠

永

く

[
一
に
云
は
く

葛

の
根

の

い
や
遠
長
に
]

万
世
に

絶
え

じ
と

思

ひ
て

…
…

(三
ー

四
二
三
)

と
初
夏

の
蘰

と
の
対
比

で
秋

の
黄
葉

の
挿
頭
を
歌
う
。
人
麻
呂

に
お
い
て

は
、
額

田
王
が
黄
葉
を
手

に
取
り
賞
美

で
き
る
と
評
価
し
た
表

現
を

、
挿

頭
の
表
現

に
受

け
継
ぎ
展
開

し
た
と

い

っ
て
よ

い
。

こ
の
表
現
は
奈
良
時

代

に
も
継
承

さ
れ

、
黄
葉
は
挿
頭

・
採
物
と
し

て
、

こ
の
ほ
か
十
三
首

に

詠

ま
れ
る
。
そ
の
う
ち

の
七
首
が
、
巻
第
八

「橘
朝
臣
奈
良
麻
呂
結
集
宴

歌
十

一
首
」

の
歌
群

に
み
え

る
。

手

折

ら
ず

て

落

り
な
ば

惜

し
と

我

が
念

ひ

し

秋

の
黄
葉

を

挿

頭
し

つ
る
か
も

(人
i

一
五
八

こ

め
づ

ら
し
き

人

に
見

せ
む

と

黄
葉
を

手
折
ぞ
我
が
來
し

雨

の
零
ら
く
に

(八
ー

一
五
八
二
)

右
二
首
橘
朝
臣
奈
良
麻
呂

黄
葉
を

落

ら
す
鍾
礼

に

沽
れ

て
來

て

君
が
黄
葉
を

挿
頭
し

つ
る
か
も

(八
-

一
五
八
三
)

右

一
首
久
米
女

王

平
山

の

峯

の
黄
葉

取
ら
ば
落

り

し
ぐ
れ

の
雨

し

問
な
く
零

春
秋
優
劣
歌

の
表

現
手

法

る
ら
し

(八
-

一
五
人
五
)

右

一
首
内
舎

人
縣
犬
養
宿
祢
吉
男

黄
葉
を

落
ら
ま
く
惜

し
み

手
折
り
來

て

今
夜
挿
頭
し

つ

何

を
か
念
は
む

(八
ー

一
五
八
六
)

右

一
首

縣
犬
養
宿
祢
持
男

平
山
を

丹
は
す
黄
葉

手
折
り
來

て

今
夜
挿
頭
し

つ

落
ら
ば

落
る
と
も

(八
-

一
五
八
八
)

右

一
首

〈三
〉
手
代

人
名

露
霜

に

逢

へ
る
黄
葉
を

手
折

り
來

て

妹
と
挿
頭
し

つ

後
は

落
る
と
も

(人
i

一
五
八
九
)

右

一
首
秦
許
遍
麻
呂

以
前
冬
十
月
十
七
日
集
於
右
大
臣
橘
卿
之
旧
宅
宴
飲
也

の
諸
歌

で
あ

る
。

こ
れ
ら
は
、
奈
良
時

代
中
期

に
も
風
流

と
し
て
黄
葉
が

手

に
取
ら
れ

、
賞
美
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示

し
、
額

田
王

の
嗜
好
と
重
な

る
風
流

の
意
識
が
保
た
れ

て
い
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
た
だ
巻
第
十

に
四

十

一
首

み
え

た

「詠
黄
葉
」

の
歌
群
に
は
、
こ
う
し
た
表

現
が

、

黄
葉

の

に
ほ
ひ
は
繁
し

然
れ
ど
も

妻
梨

の
木

を

手
折
り
挿

頭
さ
む

(十
-

二

一
八

人
)

古
郷
の

初
黄
葉
を

手
折
り
も
ち
て

今
日
ぞ
吾

が
來

る

見

ぬ

=



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手

法

人

の
た
め

(十
-

二
二

一
六
)

の
二
首

し
か
み
え
な

い
の
も
ま
た
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
と
こ
ろ

が
、
問
題

に
な
る

の
は
、

霹
靂

の

日
香

天

の

九

月

の

し
ぐ
れ

の
降

れ
ば

鴈

の
音
も

未
だ
來
鳴
か
ず

神
奈
備

の

清
き
御
田
屋

の

垣

つ
田
の

池

の

堤

の

百
足
ら
ず

い
槻
が
枝
に

瑞
枝
指

し

秋

の
赤
葉

ま
き

持

て
る

小
鈴
も
ゆ
ら
に

手
弱
女

に

吾

は
有

り
と
も

引
き
攀

じ

て

峯
も
と
を
を
に

ふ
さ
手

折
り

吾

は
持
ち

て
徃
く

公
が

頭
刺
に

(
=
ニ
ー

三
二
二
三
)

反
歌

独
り

の
み

見
れ
ぼ

恋
し
み

神
奈
備

の

山

の
黄
葉
を

手
折
け

り
君

(
=
二
ー

三
二
二
四
)

右
二
首

の
歌

で
あ
る
。

こ
の
黄
葉
を
取
る
こ
と
は
風
流

以
前

の
宗
教
的
行
為

で
あ

り
、
黄
葉
は
巫
女

の
神

へ
の
供
え
物

で
あ
る
と
理
解
す

る
説
も
あ

る
か
ら

(32

)

で
あ
る
。
三
二

二
三
番
歌
だ
け
な
ら
ぼ

そ

の
よ
う
な
理
解
も
な
り
た
た
な

く
は
な

い
が
、
三
二
二
四
番

歌
と
併

せ
み
る
と
き
、
ま
た
先

に
み
た

一
五

八

二
番
歌
や

二
二

一
六
番
歌
と
併

せ
て
み
る
と
き
、
巫
女
が
参
加
す
る
宴

席

に
黄
葉
を
折

っ
て
き
た
も

の
で
、
風
流
と
し
て
持

っ
て
き

た
と
理
解
す

一
ニ

べ
き
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も

、
神

へ
の
供
え
物
と
し
て
も
、
黄
葉
は
必
ず

呪
物
と

い
え
る
か
ど
う
か
問

題
で
あ

る
。
神
楽

の
採
物

の
う
ち
植
物

は

一

般
的
に

い
う
と
榊
や
笹

な
ど
常
緑

の
も

の
だ
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
渡
来
系

の
植
物

の
橘
が
賞
美
さ
れ
た
要
素

の

一
つ
に
は
冬

も
常
緑

で

生
命
力

を

み
せ
る
か

ら
で
あ

っ
た

(六
-

一
〇

〇
九

・

一
八
-

四

=

一
)
。と

こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意

し
た

い
の
は
、
先

に
み
た
人
麻
呂

の
吉

野
讚

歌
や
明
日
香

皇
女

挽
歌
に
お
い
て
は
黄
葉
を
挿
頭
に
す
る
と
表

現
し
た
だ

け

で
な
く
、

こ

の
対
句

と

し
て

「春
部

は

花

挿
頭
し
持
ち
」

(
一
-

三

人
)
、
「
春

べ
は

花
折

り
挿
頭
し
」

(ニ
ー

一
九
六
)

と
春

の
花
を
折

り

挿
頭
す
表

現

の
見
え

る
こ
と
で
あ

る
。
人
麻
呂
は
明
日
香

皇
女

が
生
前

、

春
に
花
を
挿
頭
さ
れ
た
と
歌

っ
た
。
も
と
よ
り
、
奈
良
時
代
に
な
る
と
梅

が
早
春

の
花

と
し
て
賞
美
さ
れ
、
挿
頭

の
素
材

と
し

て
歌
わ
れ

る
。

「梅

花
歌
卅
二
首
并
序
」

に
は
、

梅

の
花

今
盛

り
な
り

思
ふ
ど
ち

挿
頭
に
し
て
な

今
盛

り
な

り

[筑
後
守

葛
井
大
夫
]

(五
-

八
二
〇
)

ほ
か
梅
を
挿
頭
す
歌
が
七
首

み
え
、
ま
た
、
巻
第
十
に
は
、

百
敷

の

大
宮
人

は

暇
あ
れ

や

梅
を
挿
頭
し
て

こ
こ
に
集

へ

る

(十
-

一
八
八
三
)



と
も
歌
わ
れ
る
。
周
知

の
ご
と
く
梅
は
奈
良
時

代
に
は
い

っ
て
遣
唐
使

に

よ
り
持
ち
込
ま
れ
た
植
物
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
額
田
王

は
知
ら
な

い
花

で
あ

っ
た
。

額

田
王

の
時
代
に
は
春

の
花

の
中
心
は
や
は
り
桜
で
あ

る
。
遠
景

で
み

て
色

彩
的

に
美

し

い
木

の
花
、

サ
ク

ラ
は
民

俗
学
的

理
解

に
よ
る
と

サ

(穀
霊
)

の
ク

ラ

(座
)

で
、
生
産

と
密
接

に
結
び

つ
く
名
を
も
ち
、
そ

(33

)

れ
ゆ
え

に
花
見

の
対
象
に
な
る
花

で
も
あ

っ
た
。
大
和

の
苗
代

の
水

口
祭

(34

)

に
は
躑
躅

の
花
が
添
え
ら
れ
る
が
、
桜
は
厳
し

い
冬
が
過
ぎ

て
木

の
芽
が

張

り
、
生
命

力
を
回
復

す
る
季
節

、
す

べ
て
生
気

に
み
ち
、
生
産

に
む

か

っ
て
活

動
し
は

じ
め
る
春
を
代
表
す

る
花

で
あ

っ
た
。
し

か
し
、

『万

葉
集
』

で
は
集
中
四
十
余
首

に
桜
が
詠
ま
れ
る
が
、
生
産
に
直
結

さ
せ
て

詠

ま
れ
た
例
は
な

い
。
遠
景

の
美
と
し

て
、

雉
鳴
く

高
円

の
辺

に

桜
花

散
り
て
流
ら
ふ

見

む
人
も
が
も

(十
-

一
八
六
六
)

見
渡

せ
ば

春

日
の
野
辺
に

霞
立
ち

開
き
艶

へ
る
は

桜
花

か

も

(十
-

一
八
七
二
)

春

日
な
る

三
笠

の
山

に

月
も
出
ぬ
か
も

佐
紀
山
に

開
き

た

る
桜

の

花

の
見
ゆ

べ
く

(十
-

一
八
八
七
)

な
ど

と
詠

ま
れ

、
黄
葉
と
同

じ
く
遠
く
か
ら
眺
め
賞
美
さ
れ
て

い
る
。
も

春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

と
よ
り
少
数
な
が
ら
、
桜
も
人
が
取
り
挿
頭
す
花
と
し
て
も
歌
わ
れ

る
。

桜
児

の
物
語
と
結
合

し
た
歌
な
が
ら
、

春
さ
れ
ば

挿
頭

に
せ
む

と

我
が
念
ひ
し

桜

の
花
は

散

り
に

け
る
か
も

(十
六
ー

三
七
八
六
)

と
詠
ま
れ
た
ほ
か
、
桜

そ
の
も

の
も

「桜
花
歌

一
首
并
短
歌
」
に
お
い
て
、

を
と
女
ら
が

頭
挿

の
た
め
に

遊
士

の

蘰

の
た
め
と

敷

ま
せ

る

国

の
は
た
て
に

開
き

に
け
る

桜

の
花

の

に
ほ
ひ
は
も
あ

な
に

(八
ー

一
四
二
九
)

と
も
歌
わ
れ
る
。
作
歌
の
時
代

は
問
題
な
が
ら
、
桜
は
乙
女
あ
る

い
は
風

流
士

の
春

の
採
物
と
認
め
ら
れ

て
い
た
。
春
相
聞

に
採
ら
れ
た
人
麻

呂
歌

集
歌

に
も
、
何

の
花
と
も

い
わ
な
い
が
、

冬
隠
り

春
開
く
花

を

手
折
り
も
ち

て

千
遍

の
限
り

恋

ひ
渡

る
か
も

(十
i

一
八
九

こ

と
歌
う
。
桜
で
あ
ろ
う
か
。
手
折

り
挿
頭
す
行
為
は
呪
的
行
為

の
流
れ
を

汲
む

に
し

て
も
、
折
ら
れ
た
花

は
表
現

か
ら

し
て
い
ず
れ
も
呪
物

の
域
を

出

て
い
る
。
と
も
あ
れ
桜
は
遠

景
で
眺

め
る
と

と
も

に
、
手
に
取

っ
て
賞

美
さ
れ
る
花
で
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

ま
た
、
人
麻
呂
は
明
日
香
皇
女

の
挽
歌

で
春

の
花
と
秋

の
黄
葉
に
、
手

に
取

っ
て
賞
美
し
え
る
点

で
差

を
認

め
ず

、
春

の
花
も
挿
頭
す
と
歌

っ
た
。

一
三



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手

法

す
な
わ
ち
、
額
田
王
は
十
六
番
歌
で
、
山
が
茂

る
が
ゆ
え

に
、
草
が
深

い

が
ゆ
え

に
春
山

の
花
は
手

に
取

っ
て
見

な

い
と
歌

っ
た
け
れ
ど
も
、

こ
れ

ら
は
取
る
行
為
を
詠
む
。
両
者

の
表

現
は
矛
盾
す

る
。
こ
れ

は
男
性
と
女

性

の
認
識

の
差

の
あ
ら
わ
す
と

い
う
も

の
で
も
あ

る
ま
い
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
よ
う
に
春

の
花
も
取
り
挿
頭
す
と
詠

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て

お
き
た

い
。

植
物
を
挿
頭
す
行

為
は
も
と
も

と
民
俗
的

な
習
俗

で
あ

っ
た
。
挿
頭
が

春
山
入

で
感
染
呪
術
と
行

わ
れ
た
こ
と
は
、
土
橋
寛
氏
が
明
ら

か
に
さ
れ

(35

)
た
と
お
り
で
、
葵
祭

や
春

日
祭

に
な
お
み
ら
れ

る
。
春
、
農
耕
が
始
ま
る

前

の
特
定

の
日
に
、
予
祝
行
事

と
し
て
な
さ
れ

た
国
見

や
歌
垣

の
参
加
者

は
植
物

の
生
命

力
を
受

け
取
る
た
め
に
、
生
命
力

の
強

い
と
み
な
さ
れ
た

常
緑
樹

の
青
葉
や
春

の
花

を
挿

頭
と
し
た
。
挿
頭

の
習
俗
は
倭
建
命

の
臨

終
時

の
歌
に
用

い
ら
れ
た
平
群
山

の
歌

垣
の
歌

、
記

三
四
番
歌

に

「
熊
白

(36
)

梼
が
葉
を
挿
頭
に
さ
せ
」

と
歌
う
。

『万
葉
集
』

で
は
人
麻
呂
歌
集

歌

の
、

,
古
に

あ
り
け
む
人
も

吾

が
ご
と
か

三
輪

の
桧
原
に

挿
頭
折

り
け
む

(七
ー

=

一
人
)

徃
く
川

の

過
ぎ

に
し
人
の

手
折
ら
ね
ば

裏
ぶ
れ
立

て
り

三

輪

の
桧

原
は

(七
-

一
一
一
九
)

(37
)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
桧

の
青
葉

の
挿

頭
は
感
染
呪
術

の
た
め

の
も

の
と
み
て

一
四

よ

い
。
し

か
し
、
『
万
葉
集
』

の
桜

の
花
を
挿

頭
す

歌
で
は
、
も

は
や
風

流
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う

に
み
え

る
。
人
麻
呂
が
三
八
番

歌
や

一
九
六
番

歌
で
春

の
花
を
挿
頭
す

と
し
た
表
現
も
そ
う

で
あ
る
。
春

の
花
が
挿
頭

に

す
る
と
歌
わ
れ

る
か
ら
に
は
、
山
が
茂

っ
て

い
る

の
で
、
あ

る
い
は
草
が

深

い
の
で
、
春

の
花

は
手

に
取

っ
て
見
な

い
と
歌
う

の
は
、
額

田
王
独
自

の
主
張
、
た
め
に
す

る
表
現

で
あ

っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
す

な
わ
ち
、
額

田
王

の
十

六
番
歌

に
お
け

る
春

の
花
は
取

っ
て
見
得
な
い
と
す

る
表
現

は
、

古

代

の
春

の
習
俗

や
風
流

の
営
み

に
背
く
表
現
で
あ

っ
た
。
こ
う

し
た
表

現
が

可
能

で
あ

っ
た

の
は
、
詩

の
詠
ま
れ

た
季
節
が

ほ
か
な
ら

ぬ
秋

で

あ

っ
た
た
め
、
春

の
営

み
を
多
少
曲
げ
て
概
括

的
に
表

現
し
て
も
許
さ
れ

る
と

の
判
断
が
働

い
て
い
た

か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
全

て
で
は
な
く
、
秋
を
選
ぶ
と
判

わ
る
た
め
の
、
額

田
王

の
意
識
的
な
表
現

の
手
法
も
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
。
い
ま

し
ば
ら

く
、
額

田
王
が
春

で
は
な
く
秋
を
よ
し
と
し
た
こ
と

の
意
味
を
考
え

て
み

る
と
、

『万
葉
集
』

に
お

け
る
自
然

認
識
と
表
現

の
問
題

に
も

か
か
わ
ろ

う
。す

で
に
触
れ

た
よ
う
に
、
春
秋

の
優
劣
を
論

う
歌
は
万
葉

に
は
他

に
み

え

な
い
。
し
か
し
、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り

『古
事
記
』
応
神
天
皇
条

に

は
、
春
秋
を
擬
人
化
し
て
競
わ
せ
、
春
に
勝
利

さ
せ
る
物
語
が
み
え
る
。



伊
豆
志

乙
女

を
め
ぐ
る
春
山

の
霞
男

と
秋
山

の
し
た

ひ
男

の
妻
争

い
の
物

語
で
あ

る
。
し
た
ひ
男

は
黄
葉
を
象
徴

し
た
名
、
霞
男
は
春
霞

の
名

を
取

り
込

ん
で
い
る
が

、
い
ず
れ
も
秋
山

、
春
山
と
山
を
冠
し
て
お
り
、
十
六

(38
)

番
歌

の
題
詞
と
通
う

。
霞
男

の
名

は
花
を
表
に
だ
さ
な

い
が
、
春

の
花

の

性
格
を

母
か
ら
付
与
さ
れ

る
。
物
語

で
は
、
母

の
援
助

で
藤

の
花
を
示
し

得

た
春
山

の
霞
男
が
乙
女
を
獲
得
す

る
。

つ
ま
り
、
手
に
取
り
え
、
豊
饒

を
象
徴
す

る
花

の
春
を
優
位

に
立
た

せ
る
。
黄
葉
も
花
も
移
ろ

い
や
す
い

美

の
象
徴

な
が
ら

、
花

は
生
産
と
か
か
わ
る
生
命
力
を
も
象
徴
す
る
。
し

か
し
、
黄
葉

は
衰
亡

し
て
い
く
生
命
を
象
徴
し
、
収
穫
に
直
結
す
る
生
産

力

・
生
命
力

の
象
徴
と
な
り
え
な

い
。
生
産
と

の
か
か
わ
り
を
視
野
に
い

れ
れ
ば

、
黄
葉

は
劣
勢

に
立
た
ざ
る
を
え
な

い
。
伊
豆
志
乙
女
を
め
ぐ
る

妻
争

い
は
天
之

日
矛
を
象
徴
と
す
る
伊
豆
志

の
渡
来
系

の
人

々
が
持

っ
て

(
39
)

い
た
伝
承

と
さ
れ

る
が
、

日
本
人

の
生
産
と
か
か
わ
ら
せ
た
春
秋

の
認
識

と
大
き

く
乖
離

し
て
は

い
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
春

の
景
物

は
本
来
生

命
力

に
満
ち

た
呪
物
と

し
て
の
性
格
を
も

つ
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

『万
葉
集
』

で
は
、
そ
う
し
た
性
格

を
も

つ
も

の
と
し
て
認

識

し
な
が
ら
も
風
流
な
取
り
物
と
し

て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

で
は
秋

の
黄
葉

の
挿
頭

の
場
合
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

『常
陸
国
風
土
記
』

に
よ
る
と
、
筑
波

の
峰

の
歌
垣
は
春
と
秋

の
二
度

春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

お
こ
な
わ
れ
た
。
筑
波

の
峯

の
条

に

「坂
よ

り
東

の
諸
国

の
男
女
、
春

の

花

の
開
く

る
時
、
秋

の
葉

の
黄
つ
る
節

、
相
携

ひ
駢
闃
り
、
飲
食
を
齎
賚

て
、
騎

に
も
歩

に
も
登

臨
り
、
遊
楽

し

み
栖

遅
ぶ
」

と
い
う
。
春

は
予

祝

・
田
の
神
迎
え
と
し
て

の
性
格

を
含

み
、
秋

は
収
穫
感
謝
祭

・
田

の
神

送
り

と
し
て
の
性
格
を
も

つ
祭
儀

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
秋

の
歌
垣
に
お

い
て
は
青
葉

で
は
な
く
黄
葉
が
挿

頭
さ
れ
た

か
ど
う

か
不
明
な
が
ら
、
挿

頭
さ
れ
た
な
ら
ぼ
如
何
な
る
意
味

に
お
い
て
で
あ

っ
た
か
、
問
わ
れ
ね
ぼ

な
ら
な

い
。

雄
略
記

の
古
代
歌
謡
に
は
、
新
嘗

の
豊

の
明

の
席

で
杯

に
槻

の
葉
が
散

り
落
ち
た

の
に
気
づ
か
な

い
で
天
皇

に
捧
げ

た
三
重

の
采
女
が
、
天
皇

の

怒
り

に
触
れ

て
殺
さ
れ
そ
う
に
な

っ
た
と
き

、
杯

に
落
ち
葉
は
槻

の
生
命

力
を
湛
え
た
も

の
で
、
呪
力
に
満
ち
て
い
る
と
歌

い
許
さ
れ
た
と

い
う
伝

承
が
あ

る
の
で
、
黄
葉

の
呪
力
も
簡
単

に
否
定

で
き
な

い
か
も
し
れ
な

い
。

た
し
か
に
、
黄
葉

の
挿
頭
に
も
美
的
評
価
だ

け
で
な
く
、
呪
物
と
し
て
採

物

で
あ

る
と

の
理
解
は
あ
る
が
、
こ
の
物
語
を
含

め
て
、

一
般
化
し
て
黄

葉

の
呪
力
を
保
証
す
る
も

の
に
な
り
え

る
か
疑
問
な

し
と

し
な

い
。
挿
頭

は
生
命
力
を
感
染
さ
せ
る
呪
術
で
あ

る
か
ら

に
は
、
生
命
力
に
満
ち
た
植

物

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
秋

の
歌
垣

で
も

、
美

し
く
あ

っ
て
も
衰
亡

の

象
徴

で
あ
る
黄
葉
で
は
な
く
、
青
葉
が
挿
頭
さ
れ
た

と
理
解
す
る

の
が
穏

一
五



春
秋
優
劣
歌

の
表

現
手
法

当

で
は
あ
る

ま

い
か
。
歌

に
お

い
て
も

黄
葉

は
生
命
力

で
は
な

く
、
凋

落

・
衰
亡
を
象
徴

す
る
表

現
と
の
か
か
わ
り
が
多

い
。
人
麻
呂
は
亡
妻
挽

歌

で

「
沖

つ
藻

の

な
び

き
し
妹

は

黄
葉

の

過

ぎ

て

い
に
き

と
」

(ニ
ー

二
〇
七
)

と
歌

い
、
巻
十

三
の
挽
歌

に
も

「何
時

し
か
と

吾
が

待
ち
居
れ
ば

黄
葉

の

過
ぎ
て
行

く
と
」

(
二
ニ
ー

三

三
四
四
)

と
人

の
死
を
黄
葉

の
散

る
こ
と
を
重

ね
て
歌
う
歌
が

み
え

る
。
柿
本
人
麻
呂
歌

集
歌

の
挽
歌
に
も
、

黄
葉

の

過
に
し
子
ら
と

携

り

遊
び

し
礒
を

見
れ
ば
悲
し
も

(九
i

一
七
九
六
)

と
あ
る
ほ
か
、
人
麻
呂

の
二
〇
七
番
歌

の
反
歌

に
は
死
者

の
霊
魂
が
山
に

入
る
と

の
信
仰
を
承
け
て
、

秋
山

の

黄
葉
を
茂
み

惑

ひ
ぬ
る

妹
を
求

め
む

山
路
知
ら
ず

も

(ニ
ー

二
〇
八
)

と
も
詠
ん

で
お
り
、
同
様

の
信
仰
に
も

と
つ

い
て
、

秋
山

の

黄
葉
あ
は
れ
と

う
ら
ぶ
れ
て

入
り
に
し
妹

は

待

て

ど
來
ま
さ
ず

(七
ー

一
四
〇
九
)

の
よ
う

に
人

の
死
を
黄
葉
に
誘
わ
れ
て
山
に
入

っ
た
と
表
現
す

る
挽
歌
も

あ
る
。

一
四
〇
九
番
歌
は
黄
葉
に
誘

わ
れ
て
山

に
入
る
こ
と
を
死

の
意
味

で
用

い
て
い
る
が
、
妹
が
黄
葉
を

「
あ
は
れ
」

と
み
た
と
理
由
づ
け

て
い

一
六

る
。
生
産

や
生
命
力

で
い
え
ば
、
黄
葉
は
最
後

の
光
芒
を
放
ち

、
凋
落

・

衰
亡

し
て
い
く
も

の
と

し
て

の
負

の
評
価
を
伴

っ
て
い
た
が
、
同
時

に
そ

の
衰
亡
す

る
も

の
に
美
を
見

い
だ
し
賞
美
す
る
心

が
生
ま
れ

て
い
た

こ
と

を
も
窺

わ
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
表
現
を
通
し
て
み
る
と
、
秋

の
歌
垣

で

黄
葉

が
挿

頭
さ
れ

た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
感

染
呪
的

な
意
味

で
は
な
く
、

美
的

な
も

の
と
し
て
で
あ

っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
黄
葉
を
美
と
し
て
賞
美
す
る
心

は
、
生
産

や
生
命
力
を

重
視

す
る
世
界

か
ら

は
生
長

し
て
こ
な
か

っ
た

の
で
は
な
い
か
。
黄
葉

の

美

を
評
価

し
、
挿
頭
す
行
為

や
表
現
は
む
し
ろ
、
生
産

と
結
び

つ
く
生
命

力
重
視

の
観
念

、
感
染
呪
術
的
発
想
か
ら

の
離
脱

・
飛
躍
が
必
要

で
あ

っ

た
と
み
る
べ
き

で
あ

る
。
こ
こ
に
働

い
た

の
は
直
接

的
に
は
漢
詩
文

の
影

響
で
あ

っ
た
で
あ

ろ
う

。

こ

の
こ
と
に
関
連

し
て
思

い
併
せ
ら
れ
る

の
は
、
最
初

に
ふ
れ

た
よ
う

に
、
小
島
憲
之
氏
が

『文
選
』

に
み
え
る
潘
安
仁
の

「秋

興
賦
」

や

『経

国
集
』

に
み
え

る
石
上
宅
麻
呂

の

「小
山
賦
」
を
あ
げ

「気
分
的

に
楽

し

む
も

の
は
春

で
あ

り
、
感
興
を
起

こ
す

の
は
秋
で
あ
る
」
と
い
う
考
え

は

六
朝

唐
人

の
も

の
で
、
額

田
王

の
春
秋
優
劣

の
判
定

の
か
げ

に
も

こ
の
中

(
40
)

国
的
な
も

の
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
指
摘

さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。

凋
落

の
秋
に
悲
哀
を
感

じ
な
が
ら
、
し
か
も
感
興
を
感
じ
る
の
は
、
衰
亡



す
る
も

の
を
肯

定
し
う
る
心

の
あ

り
よ
う
が
育

ま
れ

た
と
き

で
あ
り
、
こ

の
と
き
秋

へ
の
感
興
を
秘
め

つ
つ
黄
葉

の
秋
を
よ

し
と
す

る
歌
が
歌
わ
れ

は
じ
め
る
と
見

る
べ
き

な
の
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
秋

の
黄
葉

の
美
が
賞
美
さ
れ
、
美

し
い
採
物
と
な
る
に
は
、

生
産

か
ら
切
り
離
さ
れ
遠
ざ

か

っ
た
位
置

に
た

つ
人

々
が
生
ま
れ
、
死

の

予
兆

を
も
含

め
て
滅
び
行
く
も

の
の
美
を
認
め
る
思
想
を
受

容
し
て
、
生

産

と
無
縁

の
美
意
識
を
自
覚
す
る
必
要
、
色
彩

の
美
そ

の
も

の
を

生
産

と

切
り
放

し
て
享
受
す
る
生
活
態
度
が
必
要
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は
仏
教

の

無
常
観

の
影
響
も
ま
た
あ

っ
た
と

い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
繰

り
返

し
に
な

る
が

、
黄
葉

の
美
は
生
命
力

に
こ
だ
わ
る
世
界
に
お

い
て
は
、
春

の
花

に

対
し

て
優
位
に
た
ち
え
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
た
し
か
に
額

田
王

に
は

こ

う
し
た
明
確
な
意
識
は
な

い
。
し
か
し
、
散

り
ゆ
く
黄
葉
を
愛
惜

し
手

に

取

っ
て
賞
美
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
は
、
漢
詩
文

の
影
響
を
受
け
、
し
か

も
生
産
か
ら
遠
ざ

か

っ
た
貴
族

の
女
性

の
立
場
が
あ

る
よ
う

に
み
え
る
。

先
に
も
触

れ
た
よ
う

に
駒
木
氏

は
額

田
王

の
黄
葉
を
取
る

こ
と
に
、
歌

垣

の
挿

頭
に
認
め
ら
れ

る
感
染
呪
術
的
な
生
命
力
と

の
か
か
わ
り
を
読
み

(41
)

と
ろ
う
と
さ
れ
た
。
す

で
に
み
た
三

二
二
三
番
歌
な
ど
も
こ
う
し
た
説
を

支
持
す

る
よ
う

に
み
え
な
く

は
な

い
し
、
挿
頭
す
行
為
に
そ
う
し
た
観
念

の
揺
曳

が
な

い
わ

け
で
は
な

い
。
中
西
進
氏
は
古
代
性
と
近
代

性

の
渾
沌

春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

(
42
)

を
認
め

つ
つ
も

、
黄
葉
を
取

る
こ
と
に
個
人
的
な
意

識
の
明
確
化

、
す
な

わ
ち
文
雅

の
意
識
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
今

み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、

額

田
王
に
お
け
る
黄
葉

の
賞
美
は
決
し
て
呪
物

と
し
て
で
は
な
く
、
風
流

(
43
)

の
物

と
し
て
な
さ
れ

て
い
る
と
み
る
べ
き

で
、
呪
術
的
文
脈

に
お

い
て
表

現
さ
れ
た

と
理
解
す

べ
き
も

の
で
は
な
い
。
こ
れ

は
三

二
二
三
番
歌
に

つ

い
て
も

い
い
え
る
こ
と
で
、
奈

良
時
代
半

に
橘
奈
良
麻
呂
を
中
心
に
諸
兄

の
屋
敷

で
な
さ
れ
た
宴

で
歌
わ
れ
た
黄
葉

の
挿
頭
を
始
め
、
万
葉
に
歌
わ

れ
る
黄
葉

の
挿
頭

の
表

現
に

つ
い
て
も
お
お
む
ね

い
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
挿
頭
す
行
為

に
呪
的
行
為

の
残
影
を
認
め
る
こ
と
は
で

き

て
も
、
呪
的
行
為

そ
の
も

の
で
は
な

い
。
最
後

の
光
芒
を
放

っ
て
散

り

ゆ
く
黄
葉
を
挿
頭
す

こ
と
は
、
色
彩
を
賞

で
、
そ

の
色
彩

が
や
が
て
失

わ

れ
て

い
く
こ
と
を
惜

し
む
風
流

の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

も
と
よ
り
、
額

田
王

は
つ
ね

に
凋
落
す
る
黄
葉

の
美

に
執
着

し
て
い
た

わ
け
で
は
な

い
よ
う

で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
天
皇

の
要
請
を
受

け
て
秋
が

好

い
と
し
た
ま
で
で
あ
ろ
う
。
秋

の
季

節

の
歌
に
も
黄
葉

に
触
れ
な

い
歌

も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

秋

の
野

に

み
草
刈
り
葺
き

宿

れ
り
し

宇
治

の
宮
処

の

仮
廬

し
思
ほ
ゆ

(
一
ー

七
)

で
あ

る
。
「秋

の
野

に

み
草
」
と

い
う
表

現
に
、
秋

の
物
色

へ
の
配
慮

一
七



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

が
あ

る
に
し
て
も
、
風
光
明
媚
な
宇
治

の
秋

の
情
景
、
そ
れ
を
彩

る
黄
葉

に
関
心
が
む
け
ら
れ

て
は

い
な

い
。
彼
女

の
関
心
は
物
色

で
は
な
く
、
楽

し
さ
、
不
安

の
い
ず
れ

で
あ
れ
、
宇
治

で
宿

っ
た
仮
廬

で

の

一
夜

の
非

日

常
的
体
験

と
心

の
ゆ
れ

に
あ

る
。
彼
女
は
体
験

の
内
実
は
仮
廬

の
う
ち

に

収

め
て
露

に
し
な
い
も

の
の
、
周
囲

の
景
よ
り
は
体
験
に
心
を
向

け
て
い

る
。
十
六
番
歌

と
直
結
さ

せ
え

る
か
ど
う
か
問
題
な
が
ら
、
こ

の
体
験
重

視

の
表

現

の
手
法

は
共
通

し
よ
う

。

と
も
あ
れ
、
額
田
王
が
十

六
番
歌

に
お
い
て
、
春

の
物
色
と
し
て

の
花

を
手
に
取
れ
な

い
と
い
う

の
は
、
当
時

の

一
般
的
な
営
み

に
反
す
る
恣
意

的
な
表
現
で
あ
り
、
凋
落

の
美
を
も

つ
黄
葉
を
手

に
取

っ
て
賞
美
で
き
る

こ
と
を
根
拠
に
、
秋
を
春

よ
り
す
ぐ
れ

て
い
る
と
す

る
の
は
、
生
産
と

い

う
視
点
を
離
れ
た
文
芸
的
な
価
値
観

に
よ
る
判
断

で
あ
り

、
立
場

に
立

っ

て
現
実
と
乖
離
し
た
表
現
を
な
し

つ
つ
、
自

ら

の
主
張
を
表
現

し
よ
う
と

し
た
も

の
と

い
え
る
。

(三
)

秋
山
評
価
の
手
法

さ

て
、
前
節

に
み
た
よ
う

に
、
額
田
王
は
美
的
基
準
に
よ

っ
て
春
秋

の

優
劣
を
判

じ
た
わ

け
で
は
な

い
。
宴

に
集

っ
た
人
々
が
天
智
天
皇

の
提
示

し
た
課
題
、
春
山
万
花

の
艶

と
秋
山
千
葉

の
彩

の
い
ず
れ
を
賞
美
す

る
か
、

一
人

と

い
う
と
こ
ろ
に
そ

っ
て
艶

や
彩
そ

の
も

の
を
褒
め
た
で
あ
ろ
う

の
と
は

異
な
り
、
春
山

の
花
や
秋

山

の
黄
葉
を
手

に
取
り
え
る
か
否
か
、

つ
ま
り

手

に
取

っ
て

「
あ
わ
れ
ぶ
」
こ
と
が

可
能

で
あ

る
か
を
問
題
に
し
、
内

容

か
ら
す
る
と
や
や
は
ぐ
ら
か
し
た
と
こ
ろ
で
判

じ
て
い
る

こ
と

へ
の
注
意

が
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ

の
歌
中
に
お
け
る
黄
葉

の
表
現
、
少
し
早

い
、
青

葉

の
な
お
残
る

こ
と
に
ま
で
注
意
し
た
表
現

は
、
春

に
た

い
す
る
概
括
的

表
現

と
対
照
的

に
、
旦
ハ体
性
を
も

っ
て
い
る
。
こ
れ

は
宴
が
秋

で
あ
る

こ

と
を
示
す
も

の
で
あ

り
、
光
源
氏

が
指
摘

し
た
よ
う

に
季
節

の

バ

ッ
ク

(
44
)

ア
ッ
プ
が
あ

っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
も

の
で
あ

っ
た

。
し
た
が

っ

て
秋
方

の
人
と
同

じ
く
秋
山

の
千
葉

の
彩

の
美

を
主
張
す

る
だ
け

で
は
、

春
方

の
人
々
が
主
張

し
た
春
山
万
花

の
艶
に
対
し
て

の
絶
対
的
優
位
を
主

張
し
納
得

さ
せ
る
こ
と
は
困
難

で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
当
時

一
般
的

に
は

な
お
生
産

と
結
び

つ
い
た
、
あ
る

い
は
呪
術
的
視
点
か
ら
す

る
春

の
優
位

の
観
念
が
持
続

し
、
無
意
識

の
う
ち

に
そ
う
し
た
も

の
が
働

い
て
い
た
か

も
し
れ
な

い
し
、
漢
詩

の
世
界

で
も
表
現

の
み
に
こ
だ
わ
れ
ば

、
秋

の
美

の
表
現
は
春

の
美

の
表
現
を
決
定
的

に
超
え
る
も

の
を
も
ち
え
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
額

田
王

は
、
切
り

口
を
変
え
、
課
題
を
ず

ら

し
た
と

こ
ろ
、
す
な
わ
ち
手

に
取

っ
て
心
ゆ
く
ま

で
賞
美
で
き
る
か
ど
う

か
を
基
準

に
し
て
、
秋
を
選
ぶ
と
主
張

し
た
と
み
ら
れ
る
。



こ
の
歌

に
お

い
て
は
三
回
繰
り
返
さ
れ
る

「
取
る
」
は
改

め
て
い
う

ま

で
も
な

い
キ
イ

ワ
ー
ド
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
半

に
お
け
る
二
例

は

「山

を
茂

み
」

と

「
草
深

み
」

と
い
う
条
件

と
か

か
わ

っ
て
、
「
取
る
」
行
為

の
不
可
能
を

い
う
こ
と
で
春
山

の
万
花
を
全
面
的

に
否
定
す

る
文
脈

で
用

い
ら
れ
た
。
す

べ
て
も

の
も
が
生
気

を
得

て
生
き

生
き

し
始

め
る
、
そ

の

生
気

に
満
ち
た
自

然

の
あ
り
よ
う
を
花
を
手

に
と
る
こ
と
を
阻
む
も

の
と

し
て
、
額
田
王
は
否
定

す
る
。
こ
こ
に
現
実
的

な
生
活
者
と
異
な
る
額
田

王

の
自

然
観

が
打

ち
出

さ
れ
て
い
る
。
事
実

、
春

は
生
気

に
満
ち
る
季
節

で
は
あ
る
が
、
山

に

つ
い
て
い
え
ば

、
山
が
人
間

の
手
か
ら
遠
ざ
か
り
始

め
る
時
期

で
も
あ

る
が

、
生
活
者

は
そ

の
よ
う
な
自
然

に
も
積
極
的
に
か

か
わ

っ
て
い
く
。
し
か
し
、
額

田
王
そ

の
生
命
力

に
満
ち
た
季
節
を
自

分

か
ら
美

し
い
花
を
遠
ざ

け
る
と
し
て
否
定
し
た
。
女
性
ゆ
え
に
手

に
取
り

見
得

な
い
と
い
う

こ
と

で
あ

っ
て
も
、
春
山

の
万
花

の
艶
を
否

定
す
る
根

拠

と
し
た
の
は
、
前
節

で
確
認

し
た
よ
う
に
額
田
王

の
か
な
り
主
観
的

な

主
張

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。

『万
葉
集
』

に
歌
わ
れ
る
春

の
花
を
み
る
と
、
額
田
王
の
時
代

に
は
ま

だ

一
般
的

で
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
梅

の
ほ
か
、
馬
酔
木

、
ね

つ
こ
ぐ
さ

、

菫
、
は
ね
ず
、
桜
、
か
た
か
ご
、
や
ま
ぶ
き

な
ど
が
あ

り
、
馬
酔
木
も
桜

も
手

に
取

っ
て
賞
美
す
る
対
象
と
し
て
表

現
さ
れ
て
お
り
、
春
山
が
茂
り
、

春
秋
優
劣
歌

の
表

現
手

法

草
が
深

い
の
で
、
花
を
手

に
取

ら
な

い
と

い
う

の
は
、

一
般
的
な
春
山

の

(45
)

花

へ
の
対
応

と
は
か
け
離
れ

た
表
現

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
「取

る
」

こ

と
は
本
来
呪
術
的
行
為

と
結
び

つ
い
て
い
た
が
、
そ

の
こ
と
も
含

め
て
美

的
観
賞

の
不
可
能
を
問
題

に
し
た
春
山
万
花

の
艶

の
全
面
否
定

は
、
桜

の

季
節

の
こ
ろ
ま
で
は
ふ
さ
わ

し
く
な

い
表
現
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理

由
で
こ
と
さ
ら
に
春
を
切
り
捨

て
、
黄
葉
は
手

に
と

っ
て
賞
美

で
き

る
か

ら
、
秋
を
選
ぶ

と
い
う

の
は
強
弁
的
で
あ
り
、
春
方

か
ら
す

る
と

「言

い

が
か
り
」

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
春

の
花

は
手

に
取
れ
な

い

か
ら
、
見
な

い
と

い
う
主
張
も
、
雅
宴

の
季
節

が
秋

な
る
が
故

に
許
さ
れ

え

た
に
し
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
説
得
的

で
は
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
。
額

田
王

は
し
か
し
、
意
図
的
に
春
山

の
花
を
取

り
え

る
こ
と
を
無
視
し

て
こ

の
よ
う

に
歌

っ
た

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
額

田
王

の
表
現

の
特
徴
を
認
め
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。
春
方

の
人
は
、
こ
こ
に

一
つ
は
強
語
的
強
弁

の
手
法
を

認

め
、
表
現
上

の
遊
び
と
み
て
、
不
承
不
承
納
得
し
た
と
考
え
る
べ
き
で

は
あ
る
ま

い
か
。

も
と
よ
り
、
強
語
的
表
現

が
納
得
さ
れ
た

の
は
、

こ
の
ほ
か
に
も

強
語

的
表
現
を
さ
さ
え

る
文
脈

の
特
徴
が
か
か
わ

っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
当
時
行
わ
れ
た
相
聞

の
答
歌

の
表

現
法

の
文
脈

で
あ

(46

)
る
。
秋

の
評
価

が
春
秋

に
対
す
る
個
人
的
な
嗜
好
、
好

悪
を
表

に
立

て
、

一
九



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

強
語
的
に
主
張

さ
れ
れ
ば

、
そ
れ
以
上
も
ば

や
如
何
と
も
抗
し
が
た

い
。

し
か
も
、
相
聞
に
お
け
る
女
性

の
答
歌

の
ご
と
く
、
そ
れ
を
承
知
で
意
図

的
に
な
さ
れ
た
表

現
で
あ

っ
た
と
み
た
い
。
額

田
王
と
同
時
代

の
相
聞
に

は
、
よ
く
知
ら
れ
た
天
智

天
皇

と
鏡
王
女

の
相
聞

、
天
武
天
皇
と
藤
原
夫

人

の
相
聞
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
あ
げ

る
と
、

天
皇
、
鏡
王
女
に
賜

へ
る
御
歌

一
首

妹
が
家
も

継
ぎ

て
見
ま
し
を

山
跡

な
る

大
嶋

の
嶺

に

家
も

有
ら
ま
し
を

[
一
に
云
は
く

妹

が
當
継

て
も
見
む

に
]

[
一
に
云

は
く

家
居
ら
ま
し
を
]

(二
i
九

こ

鏡
王
女
和
し
奉
る
御
歌

一
首

秋
山

の

樹
下
隠
り

逝
く
水

の

吾
れ
こ
そ
益

さ
め

御
念
よ

り

は

(ニ
ー
九

二
)

天
皇
賜
藤
原
夫
人
御
歌

一
首

吾
が

里
に

大
雪
落
れ
り

大
原

の

古
り
に
し
郷
に

落

ら
ま
く

は
後

(ニ
ー

一
〇
三
)

藤

原
夫
人
奉
和
歌

一
首

吾
が
岡

の

お
か
み
に
言
ひ
て

落
ら

し
め
し

雪

の
摧
け
し

そ

こ
に
塵
り
け
む

(ニ
ー

一
〇
四
)

と
あ
る
。
こ
れ
ら

の
答
歌

の
表
現

の
特
徴

は
男

の
歌

の
主
旨
は
理
解
し
な

二
〇

が
ら
も

、
受

け
流

し
を
装

っ
て
自
分
流
に
捉
え

な
お
し
て
、
切
り
返

し
て

言
い
募

っ
て
い
く
、
あ
る

い
は
男
性

の
歌

の
主
旨
を

わ
ざ

と
受

け
と

め
な

い
で
、
表
現

の

一
部
を
捉
え

て
競

い
、
切
り
返
し
て
い
く
表
現
を
な

し
て

い
る
。
恋

の
思

い
の
競
争

は
相
聞

の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
は
あ

る
が
、

男
性
を
や
り
こ
め
よ
う

と
い
う
意
図
を
あ
ら
わ
に
し
た
表

現
形
式

で
歌
わ

れ
る
。
前

の
相
聞

で
は
天
智
天
皇
が
、

「あ
な

た
の
家

を
み
て

い
た

い
か

ら
大
和

に
あ

る
大
島

に
嶺

に
私

の
家

が
あ

っ
た
ら
な
あ
」
、
と
歌

っ
た

の

を
と
ら
え

て
、
「山

の
上
か
ら
で
は
秋
山

の
木

の
下
に
隠
れ
て
流
れ

る
水

の

(増
す

の
を
お
知
り
に
な
れ
な

い
)
よ
う

に
、
山

の
上
か
ら
で
は
お
知

り

に
な
れ
な

い
私

の
思

の
ほ
う
が
、
山

の
上

で
み
て
い
た

い
と
お

っ
し

ゃ

(47

)

る

み
思

い
よ
り
は
遙
か
に
益
さ

っ
て
い
ま
し

ょ
う
」
と
答
え

る
。
ま
た
後

の
相
聞

で
は
天
武
天
皇

が

「
浄
御

原
宮

に
大
雪
が
降

っ
た
、
あ
な
た

の
住

む
古
び
た
里

に
降
る

の
は
後
で
し

ょ
う
、
見

に
い
ら

っ
し

ゃ
い
」
と
浄
御

原
宮

に
来

る
よ
う
誘

っ
た

の
に
対

し
、
「
古
び

た
私

の
岡

の
お

か
み
に
私

が
命

じ

て
降

ら

せ
た

雪

の
か

け
ら
が

そ
こ
に
散

っ
た
も

の
な

の
で
し

ょ

う
」

と
応
酬

し
て
い
る
。
相
聞
に
お
け
る
表
現

上
の
遊
び
と
も

い
う

べ
き
、

男
性

の
歌

の
表
現

に
応
酬
し

て
、
言

い
負

そ
う

と
す
る
表
現
を
選
ぶ
、
女

性
の
答
歌

の
表
現

の
手
法
が
利
用
さ
れ
て

い
る
と
み
た
い
。

つ
ま
り
、
春
山

の
万
花

の
艶
を
詠
ん
だ
詩
人
た
ち

の
、
万
花

の
艶

の
賞



美
は

、
前
節

で
釋
智
蔵

の

「
花
鶯
を
翫
す
」
詩
な
ど
に
よ

っ
て
推
測

し
た

よ
う

に
、
額

田
王
が
十
六
番
歌

で

「
鳴
か
ざ

り
し

鳥
も
来
鳴
き

ぬ

咲

か
ざ
り

し

花
も
咲
け
れ
」
と
歌

っ
た
部
分
に
集

約
で
き

る
。
こ
の
取
り

(
48
)

合
わ
せ
は
中
国

の
詩

の
表

現
に
も
共
通
す
る
表

現
で
あ

っ
た
。
額
田
王
は

そ

の
場

で
披
露
さ
れ
た
春
山
万
歌

の
艶

を
詠

ん
だ
様

々
な
詩
を

こ
の
二
点

に
纏
め
、
相
聞
に
お
け
る
男
性

の
歌

の
主
旨
を
自
分
流

に
捉
え

て
纏
め
る

よ
う
に
、
逆
接
条
件

で
括

っ
て
十

把
ひ
と
か
ら
げ

に
し
、
そ
う

で
あ

っ
て

も

「
取
」

っ
て

「
見
る
」
こ
と
が
で
き

な
い
と
、
春

の
花

の
扱

い
に
反
し

た
、

い
わ
ば
強
弁
的
表

現
で
切
り
捨

て
た
の
で
あ

る
。
こ
の
強
語
的
部
分

の
配
置
も
相
聞

の
女
性

の
答

歌
の
手
法

と
み
た
い
。
前
段
と
後
段
を
対
置

し
て
み
る
と
、
後
段

の
表

現
も

ま
た
女
性

の
歌
が

と
る
手
法

に
沿

っ
て
い

る
と

い
え
る
。
こ
こ
で
は
秋

へ
の
心
寄

せ
を
明
ら

か
に
す
る
が
、
男

の
表

現
を
低
め
、
自

分

の
優
れ

て
い
る
こ
と
を
強
調
す

る
手
法

で
あ
る
。
女
性

の
答

歌

の
手
法

を
心
得

て
い
る

一
座

の
男
た
ち
は
、
前
段

の
終
わ

っ
た
段

階
で
、
次

に
こ
れ
に
対
す

る
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と

し
て
の
秋
山

の
千
葉

の
彩

を

よ
し
と
す
る
表
現
が
く

る
と
理
解

し
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら

一
座

の
男

た
ち

の
関
心

は
額

田
王
が
そ
れ
を
如
何

に
表
現
す
る
か
に
あ

っ
た
と
み
た

い
。額

田
王

は
春

の
花

と
対
照
的

に
黄
葉
は
手

に
取

っ
て
賞
美
で
き
る
と
、

春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

や
は
り

「見

る
」

「
取
る
」

を
手
が
か
り

に
し

つ
つ
も
、
よ
り
心
寄

せ
の

強

い
こ
と
を
示

す

「し

の
ふ
」
を
も
ち

い
て
展

開

し
た
。
さ
ら

に

「歎

(49

)

く
」

「う
ら

め
し
」

と
心

情
に
か
か
わ

る
語
を

用

い
て
、
思

い
の
満
た

さ

れ
な

い
こ
と
を
表
す
言
葉
を

つ
ら
ね
、
た
ゆ
た

い
を
み
せ
て
も

こ
の
方
向

に
ゆ
ら
ぎ

は
な
か

っ
た
。
最
後

に
額
田
王
は

「
秋
山
そ
我
は
」
と
い
い
き

る
。相

聞
的

な
歌
の
構
想

と
強
語
り
的
表
現
に
感
心
し

つ
つ
、
あ
あ

や
ら
れ

た
、
し
か
た
な
い
と
い
う

の
が
、
春
方

の
人

々
の
反
応

で
は
な
か

っ
た
か
。

こ
こ
に
は
額

田
王
が
女
性
な

る
が
ゆ
え
に
用

い
え
た
二

つ
の
表
現

の
手
法

が
あ
り
、
こ
れ
が
生
き

て
、
春
方

の
人

々
の
不
承
不
承

の
納
得
を
得
た

と

考
え

る
。

季
節
が
秋

で
あ

っ
た

に
せ
よ
、
額
田
王
は
生
産

と
は
無

縁
の
凋
落

の
美

そ
の
も

の
と
し
て
の
黄
葉
を
手
に
取

っ
て
賞
美

で
き
る
と
し
て
秋
を
選
ん

だ

。
い
ま
だ
秋

の
情
趣
を
捉
え
る
視
点
は
も

ち
あ

わ
せ
て
い
な

い
が
、
生

産

と
無
縁

と
い
う
意
味

で
黄
葉
は
純
粋
に
美
的
価
値
観

に
依
拠
す

る
毛

の

で
あ

り
、
こ
の
ば
あ

い
咒
的
行
為

の
流
れ
を
汲
む
手

に
取
り
え
る
と

い
う

基
準

に
よ

っ
て
で
は
あ

っ
た
に
し
て
も

、
黄
葉

の
秋

の
優
位
を
表
現

の
上

に
定
着

し
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
黄
葉

を
取

る
こ
と
、
黄
葉
を
挿
頭
す
こ
と

を
風
流

の
行
為
と
意
識
し
、
秋

の
自
然

の
凋
落
を
内
包
す
る
美
、
凋
落
を

二

一



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手
法

内
包
す

る
が

ゆ
え

に
生

じ
る
情
趣

へ
の
理
解
を
醸
成
し
て

い
く
基
盤

と
し

た

の
で
あ

る
。
以
後

の

『万
葉
集
』

の
秋

の
歌

の
詠
出

の
方
向

を
指

し
示

し
た
、
ま
た
文
芸

と
し
て
自
立
す

る
方
向
を
象
徴
的

に
示
し
え
た
と

い
う

意
味

に
お

い
て
、
十
六
番
歌

の

『万
葉
集
』

に
お
け
る
、
ま
た
文
学
史
に

お
け
る
意
義

を
見

い
だ
す

こ
と
が

で
き

る
。

〔注
〕(

1
)

犬
養

孝

「
秋
山
わ
れ

は
」

(
『萬
葉

の
風
土
』
昭
和

三
十

一

年

七
月
)

岡
部
政
裕

「
『秋
山

わ
れ

は
』

の
歌
」

(『万
葉
集
長
歌
考
説
』

昭
和

四
十

五
年
十

一
月
)

(
2
)

谷

馨

『額
田
王
』

(昭
和

三
十

五
年

四
月
)

『額
田
姫
王
』

(
一
九
六
七
年
十

二
月
)

(
3
)

犬
養

孝

前
掲

「秋

山
わ
れ
は
」

土
橋

寛

『
N
H
K
ブ

ッ
ク

ス
三

=
二

萬

葉
開
眼

上
』

(昭
和
五
十
三
年

四
月
)

(
4
)

駒

木

敏

「
額

田
王

の

一
首
-

初

期

萬

葉
歌

の

一
側

面
」

(
「人
文
学
」
第

一
四
〇
号

一
九

八
四
年

三
月
)

上
原
優
子

「
『春
秋
判
別
歌
』

の
論

理
性

」

(「古
代
研
究
」
第

一
七
号

昭
和
五
十
九
年
十

一
月
)

毛
利

正
守

「
額
田
王

の
心
情

表
現
ー

『秋

山
我
れ
は
』
を

め

二
二

ぐ

っ
て
」

(「
松
蔭
女
子
学
院
大
学

文
林
」
第
二
〇

号

昭
和
六
十
年
十

二
月
)

辻

憲
男

「
春
秋

の
さ
だ
め
ー
額

田
王
序
説

(
一
)
」

(「
親
和

国
文
」
第
二
五
号

一
九
九

〇
年
十

二
月
)

(5
)

土

橋

寛

前

掲

『N

H
K

ブ

ッ
ク

ス
三

=
二

萬

葉
開

眼

上
』

(6
)

駒

木

敏

前

掲

「額

田
王

の

一
首
-

初

期
萬
葉

歌

の

一
側

面
」

阿
部
寛
子

「額
田
王
ー

春
秋
判
別
歌
と
三
輪
山

の
歌

か
ら
ー
」

(古
代
文

学
会

『
セ
ミ
ナ
ー
古
代

文
学

87
表

現
と

し

て
の

〈作
家
〉
』
昭
和
六
十
三
年

八
月
)

(7
)

小
島

憲
之

「
万
葉
集

と
中

国
文
学
と

の
交

流
1

そ

の
概
観
」

『上
代

日
本
文
学

と
中
国
文
学

中
』

(昭
和
三
十

九
年
三
月
)

橋
本
達
雄
前
掲

「初
期
万
葉
と
額
田
王
」

『万
葉
集
宮
廷
歌
人

の
研
究
』

(昭
和
五
十
年
二
月
)

(
8
)

中
西

進

「額

田
王
論
i
詩

の
変
身
-

公
歌
」

『万
葉
集

の
比

較
文

学
的
研
究
』

(昭
和
三
十

八
年

一
月

『中
西
進

万
葉
論
集
』
第

一
巻
所
収
)

(
9
)

谷

馨

『額

田
王
』

(昭
和
三
十
五
年
四
月
)

(
10
)

小
島
憲

之

前
掲

「
万
葉
集
と
中
国
文
学
と

の
交
流
i

そ
の
概

観

」

橋
本
達
雄

前
掲

「初
期
万
葉
と
額
田
王
」



(11
)

井

手

至

「花

鳥

歌

の
源

流
」

(
『万

葉
集

研

究
』

第

二
集

昭
和

四
十
人
年
四
月
)

(12
)

小
島
憲
之

前
掲

『上
代
日
本
文
学
と
申
国
文
学

中
』

(13
)

土
橋

寛

前

掲

『N

H
K

ブ

ッ
ク

ス
三

一
三

萬
葉

開

眼

上
』

(14
)

土
橋

寛

前

掲

『
N
H
K

ブ

ッ
ク

ス
三

一
三

萬
葉

開

眼

上
』

(15
)

犬
養

孝

前
掲

「秋
山
わ
れ
は
」

(16
)

辻

憲
男

前
掲

「春
秋

の
さ
だ
め
1
額
田
王
序
説

(
一
)
」

(17
)

上
原
優
子

前
掲

「
『春
秋
判
別
歌
』

の
論
理
性
」

-

毛
利

正
守

前
掲

「額

田
王

の
心
情
表
現
ー

『秋
山
我
れ
は
』

を

め
ぐ

っ
て
」

(18
)

井
手

至

前
掲

「花
鳥
歌

の
源
流
」

(19
)

上
原
優
子

前
掲

「
『春
秋
判
別
歌
』

の
論
理
性
」

毛
利

正
守

前
掲

「額

田
王

の
心
情
表
現
ー

『秋
山
我
れ
は
』

を

め
ぐ

っ
て
」

辰
己

正
明

「美
景

と
賞
心
」

『万
葉
集
と
中
国
文
学

第
二
』

(
一
九
九

五
年

五
月
)

(20
)

犬
養

孝

前
掲

「秋
山
わ
れ
は
」

(21
)

辰
己
正
明

前
掲

「美
景
と
賞
心
」

(22
)

阿
部
寛
子

前
掲

「額

田
王
-
春
秋
判
別
歌
と
三
輪
山

の
歌
か

ら
ー
」

上
原
優
子

前
掲

「
『春
秋
判
別
歌
』

の
論
理
性
」

春
秋

優
劣

歌
の
表
現
手
法

毛
利
正
守

前
掲

「
額
田
王

の
心
情
表
現
-

『秋
山
我
れ
は
』

を
め
ぐ

っ
て
」

(23
)

上
原
優
子

前
掲

「
『春
秋
判
別
歌
』

の
論
理
性
」

毛
利
正
守

前
掲

「
額
田
王

の
心
情
表
現
ー

『秋
山
我
れ
は
』

を
め
ぐ

っ
て
」

(24
)

犬
養

孝

前
掲

「
秋
山

わ
れ

は
」

土
橋

寛

前

掲

『
N
H

K
ブ

ッ
ク

ス
三

一
三

萬

葉
開

眼

上
』

(25
)

上
原
優
子

前
掲

「
『春
秋
判
別
歌
』

の
論
理
性
」

毛
利
正
守

前
掲

「
額
田
王

の
心
情
表
現
ー

『秋
山
我
れ
は
』

を
め
ぐ

っ
て
」

(26
)

上
原
優
子

前
掲

「
『春
秋
判
別
歌
』

の
論
理
性
」

毛
利
正
守

前
掲

「
額
田
王

の
心
情
表
現
1

『秋
山
我
れ
は
』

を
め
ぐ

っ
て
」

(27
)

駒
木

敏

前

掲

「額

田
王

の

一
首
-

初
期

萬
葉
歌

の

一
側

面
」

上
原
優
子

前
掲

「
『春
秋
判

別
歌
』

の
論
理
性
」

毛
利
正
守

前
掲

「
額
田
王

の
心
情
表
現
i

『秋
山
我
れ
は
』

を
め
ぐ

っ
て
」

(28
)

土
橋

寛

前

掲

『N

H
K
ブ

ッ
ク

ス
三

=
二

萬

葉
開

眼

上
』

(29
)

毛
利
正
守

前
掲

「
額
田
王

の
心
情
表
現
1

『秋
山
我
れ
は
』

を
め
ぐ

っ
て
」

二
三



春
秋
優
劣
歌

の
表
現
手

法

辻

憲
男

前
掲

「
春
秋

の
さ
だ

め
1
額

田
王
序
説

(
一
)
」

(
30
)

土
橋

寛

前

掲

『N

H
K
ブ

ッ
ク

ス
三

=
二

萬

葉

開
眼

上
』

(
31
)

辻

憲
男

前

掲

「春

秋

の
さ
だ

め
1
額

田
王
序
説

(
一
)
」

(
32
)

阿
部
寛
子

前

掲

「額

田
王
-
春
秋
判
別
歌

と
三
輪
山

の
歌
か

ら
i

」

(
33
)

桜
井

満

『万
葉

の
花
』

(昭
和

五
十
九
年
十

一
月
)

(
34
)

土
橋

寛

『古

代
歌
謡

と
儀
礼

の
研
究
』

(昭
和
四
十
年
十
二

月
)

(35
)

土
橋

寛

前
掲

『古
代
歌
謡

と
儀
礼

の
研
究
』

(36
)

土
橋

寛

前
掲

『古
代
歌
謡

と
儀
礼

の
研
究
』

(37
)

駒
木

敏

「額

田
王

の

一
首
-
初
期
萬
葉
歌

の

一
側
面
」

(38
)

寺
田
恵
子

「秋
山
之

下
氷
壯
夫

・
春

山
之
霞
壯
夫

の
物
語
」

(
『神

田
秀
夫
先
生
喜
寿
記
念
古
事
記

・
日
本
書
紀
論

集
』

平
成

一
年
十

二
月
)

(39
)

岡
崎
義
恵

『古
代

日
本

の
文
芸
』

(昭
和
十
八
年
五
月
)

寺

田
恵
子

前
掲

「秋
山
之

下
氷
壯
夫

・
春
山
之
霞
壯
夫

の
物

語
」

(40
)

小
島
憲
之

前
掲

『上
代

日
本
文
学
と
中
国
文
学

中
』

(41
)

駒
木

敏

前
掲

「
額

田
王

の

一
首
-

初
期
萬

葉
歌

の

一
側

面
」

(42
)

中
西

進

前

掲

「額

田
王
論
-

詩

の
変
身
-

公
歌
」

『
万
葉

集

の
比
較
文
学
的
研
究
』

二
四

(43
)

伊
藤

博

『万
葉
集

の
表
現
と
方
法

下
』

(昭
和

五
十

一
年

十
月
)

(44
)

土
橋

寛

前
掲

『N

H
K

ブ

ッ
ク
ス
三

=

二

萬

葉

開
眼

上
』

(45
)

阿
部
寛
子

前
掲

「額

田
王
-

春
秋
判
別
歌
と
三
輪
山

の
歌

か

ら
ー
」

(46
)

岡
部
政
裕

前
掲

「
『秋
山
わ
れ
は
』

の
歌
」

駒

木

敏

前

掲

「額

田
王

の

一
首
-

初

期
萬
葉

歌

の

一
側

面
」

(47
)

拙

稿

「秋
山

の
樹

の
下
隠

れ
逝
く
水
」

(「解

釈
」
第

二

二
巻
第

二
号

昭
和
五
十

一
年

二
月
)

(48
)

井
手

至

前
掲

「
花
鳥
歌

の
源
流
」

(49
)

上
原
優
子

前
掲

「
『春
秋
判
別
歌
』

の
論

理
性
」


