
一

稿
者
は
、
平
安
時
代
文
学
の
朝
方
の
時
間
表
現
に
つ
い
て
、
今
ま
で
に
種
々
述
べ
て
き
た
。
従

来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
日
付
変
更
時
点
を
丑
の
刻
と
寅
の
刻
と
の
間
、
午
前
三
時
で
あ
り
、

そ
れ
以
降
が
ア
カ
ツ
キ
と
言
わ
れ
る
時
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
だ
と
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
が
従

来
よ
り
多
少
夜
深
く
成
る
程
度
の
変
化
で
あ
り
、
平
安
文
学
の
解
釈
に
は
余
り
大
き
な
変
化
は
な

い
。
し
か
し
、
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
時
間
帯
は
当
時
の
恋
愛
習
慣
で
は
、
女
性
の
許
に
出
か
け
た
男

性
が
帰
宅
す
る
時
間
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
、
文
学
解
釈
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
変
化

す
る
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
取
り
扱
う
『
千
載
和
歌
集
』
で
は
、
中
世
へ
向
け
て
、
文
学
思
潮
が
薄
暮
に
向
か
っ
た

せ
い
か
、
そ
の
時
間
帯
が
作
品
世
界
に
よ
く
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
の
和
歌
の
意
味
解
釈

で
は
稿
者
が
述
べ
て
き
た
事
実
を
認
識
し
て
解
釈
す
る
か
ど
う
か
で
、
従
来
の
作
品
理
解
に
い
さ

さ
か
の
違
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
は
午
前
三
時
を
過
ぎ
て
で
て
い
る
月
と
述
べ
た
。
『
千
載
和
歌
集
』

で
詞
書
に
ア
カ
ツ
キ
が
使
わ
れ
る
例
は

10例
を
数
え
る
が
、
そ
の
詞
書
に
対
応
す
る
和
歌
で
は
７

例
で
ア
リ
ア
ケ
（
ノ
ツ
キ
）
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
対
応
が
見
ら
れ
る
。
八
代
集
平
均
は
三
割
五

分
程
度
で
あ
る
か
ら （
１
）、
い
か
に
『
千
載
和
歌
集
』
で
は
ア
リ
ア
ケ
（
ノ
ツ
キ
）
の
使
用
例
が
多
い

か
が
わ
か
る
。
『
千
載
和
歌
集
』
の
時
代
に
な
る
と
ア
カ
ツ
キ
の
イ
メ
ー
ジ
は
文
学
作
品
制
作
で

重
要
な
要
素
に
な
る
が
、
そ
れ
を
表
現
す
る
の
に
、
直
接
時
刻
表
現
で
あ
る
ア
カ
ツ
キ
に
よ
ら
ず
、

一
屈
折
さ
せ
た
ア
リ
ア
ケ
で
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
将
来
に
お
い
て
は
『
千

載
和
歌
集
』
な
ら
そ
の
和
歌
集
の
文
学
思
潮
と
い
っ
た
方
向
に
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
『
千
載
和
歌
集
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ア
カ
ツ
キ
な

ど
の
語
彙
が
稿
者
の
意
見
に
よ
り
理
解
さ
れ
る
と
和
歌
そ
の
も
の
の
の
理
解
が
ど
の
よ
う
に
変
わ

る
か
を
述
べ
て
み
る
。

本
稿
で
は
、

片
野
達
郎
・
松
野
陽
一
校
注
『
千
載
和
歌
集
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系

10

一
九
九
三
年

岩
波
書
店
〈
以
下
『
新
大
系
』
と
略
称
〉）

上
条
彰
次
校
注
『
千
載
和
歌
集
』
（
和
泉
古
典
叢
書
８

一
九
九
四
年

和
泉
書
院
刊
〈
以
下

『
和
泉
』
と
略
称
〉）

の
二
注
釈
書
を
頻
用
す
る
。

二

－

一

ア
カ
ツ
キ
の
開
始
時
間
、
そ
れ
は
ヨ
ハ
（
夜
半
）
の
終
了
時
間
で
あ
っ
た （
２
）。
そ
の
終
了
時
間
は

動
詞
ア
ク
で
表
現
さ
れ
た （
３
）。
結
果
、
動
詞
ア
ク
は
、
日
付
が
変
わ
る
、
あ
る
い
は
午
前
三
時
を
越

え
る
意
味
を
表
し
た
。
ア
カ
ツ
キ
を
検
討
す
る
始
め
に
ま
ず
動
詞
ア
ク
を
検
討
す
る
。

夏
月
を
よ
め
る

祝
部
宿
弥
成
仲

216夏
夜
の
月
の
ひ
か
り
は
さ
し
な
が
ら
い
か
に
あ
け
ぬ
る
あ
ま
の
と
な
ら
む

夏
の
夜
の
月
の
光
は
ま
だ
射
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
ど
の
よ
う
に
明
け
た
天
の
戸
な
の

だ
ろ
う
か
。（『
新
体
系
』）

夏
の
夜
の
月
が
ま
だ
射
し
て
い
る
の
に
、
錠
を
閉
ざ
し
て
い
た
天
の
戸
を
無
理
に
こ
じ
開

け
る
よ
う
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
早
く
夜
が
明
け
る
の
だ
ろ
う
か
。（『
和
泉
』）

さ
て
、
本
稿
の
最
初
に
検
討
す
る
和
歌
で
も
あ
る
の
で
、
少
し
詳
し
く
両
注
釈
を
羅
列
し
、
そ

の
問

題
点
を
あ

げ
て
み
よ
う
。
上
の

句
「
夏
夜
の
月
の
ひ
か
り
は
さ
し
な
が
ら

」
に
対
し
て
、

『
新
大
系
』
は
、「
夏
の
夜
の
月
の
光
は
ま
だ
射
し
て
い
る
と
い
う
の
に
」
と
口
語
訳
し
、『
和
泉
』

は
、
「
夏
の
夜
の
月
が
ま
だ
射
し
て
い
る
の
に

」
と

口
語

訳
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

両
注
と
も
、

詠
歌
の
時
間
は
夜
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
下
の
句
の
「
い
か
に
あ
け
ぬ
る
あ
ま

の
と
な
ら
む
」
に
対
し
て
は
、『
新
大
系
』
は
、「
ど
の
よ
う
に
明
け
た
天
の
戸
な
の
だ
ろ
う
か
」

と
口
語
訳
し
、『
和
泉
』
は
、「
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
早
く
夜
が
明
け
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
口
語
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訳
し
て
い
る
。『
和
泉
』
は
、「
夜
が
明
け
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
「
天
の
戸
」
が
「
あ
け
ぬ
る
」
の

助
動
詞
ヌ
ル
を
確
述
の
用
法
で
解
釈
し
て
お
り
、
『
新
大
系
』
は
「
ど
の
よ
う
に
明
け
た
天
の
戸

な
の
だ
ろ
う
か
」
と
助
動
詞
ヌ
ル
を
完
了
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
新
大
系
』
の

「
明
け
た
天
の
戸
」
も
夜
明
け
を
意
味
し
て
は
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
『
新
大
系
』
と

『
和
泉
』
両
注
で
は
、
助
動
詞
ヌ
ル
を
完
了
と
確
述
と
に
別
解
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
新

大
系
』
は
、「
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
」
と
解
釈
し
、『
和
泉
』
は
「
夜
が
明
け
そ
う
だ
」
と
解
釈

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
。
こ
の
段
階
で
は
、
上
句
を
夜
と
両
注
と
も
解
釈
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
夜
が
明
け
そ
う
だ
」
（
『
和
泉
』
）
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
『
和

泉
』
の
解
釈
の
問
題
点
は
、
「
い
か
に
あ
け
ぬ
る
あ
ま
の
と
」
の
よ
う
に
助
動
詞
ヌ
ル
が
連
体
修

飾
の
形
を
と
り
な
が
ら
、
確
述
の
用
法
を
取
り
得
る
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
こ
の
用
法
は
、

終
止
形
を
と
る
の
が
一
般
で
あ
る
か
ら
、
答
え
は
否
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
両
注
と
も
に
、
解
釈
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
問
題
を
動
詞
ア
ク

に
戻
そ
う
。
上
句
か
ら
こ
の
時
点
は
ま
だ
夜
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
動
詞
ア
ク
が
使
わ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
こ
の
動
詞
は
ア
ク
は
「
日
付
が
変
わ
る
」
意
味
と
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

私
訳
を
示
せ
ば
、「
ま
だ
夏
の
月
は
夜
空
に
輝
い
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
日
付
は
変
わ
っ
た
の
」

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
と
両
注
が
持
っ
て
い
た
矛
盾
が
解
決
で
き
る
。
と
い
う
よ
り
、
平
安

文
学
一
般
に
動
詞
ア
ク
は
ま
ず
、
「
日
付
が
変
わ
る
」
意
味
で
使
用
さ
れ
る
と
い
う
原
則
を
こ
こ

で
も
適
用
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

二

－

二

動
詞
ア
ク
は
『
千
載
和
歌
集
』
の
中
で

11例
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
前
例
の
よ
う
に
、
一

般
的
な
「
夜
が
明
け
る
」
意
味
で
は
解
釈
に
矛
盾
が
生
じ
る
歌
数
例
を
見
て
お
く
。

源
俊
頼
朝
臣

384あ
け
ぬ
と
も
猶
あ
き
風
は
を
と
づ
れ
て
野
辺
の
け
し
き
よ
お
も
が
は
り
す
な

の
歌
は
「
雲
居
寺
の
結
縁
経
の
後
宴
に
歌
合
し
け
る
に
、
九
月
尽
の
心
を
よ
み
侍
け
る
」
（

384番

詞
書
）
の
詞
書
の
下
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

384番
歌
は
「
九
月
尽
」
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な

る
。
九
月
尽
日
は
秋
の
終
わ
り
の
日
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
場
面
で
詠
ま
れ
る

「
あ
け
ぬ
と
も
」
で
あ
る
。
両
注
は
、
こ
れ
を
「
九
月
尽
の
夜
が
あ
け
る
こ
と
を
い
う
。」（『

和
泉
』）

の
よ
う
に
夜
が
明
け
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
当
時
の
日
付
変
更
時
点
は
丑
の
刻
と
寅
の
刻
と
の
間

の
一
点
で
あ
っ
た
。
現
在
の
午
前
三
時
で
あ
る
か
ら
外
界
は
真
っ
暗
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
、
日

付
が
変
わ
り
、
秋
は
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
折
か
ら
秋
深
く
、
午
前
三
時
か
ら
夜
明
け
ま
で

は
相
当
な
時
間
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
時
間
を
無
視
し
て
、
な
ぜ
夜
明
け
の
時
点
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
九
月
尽
、
つ
ま
り
秋
の
終
わ
り
は
午
前
三
時
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
二

つ
後
ろ
の

386番
歌
で
も
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
認
め
て
い
る
。

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
九
月
尽
の
心
を
よ

め
る

花
園
左
大
臣
家
小
大
進

386今
夜
ま
で
秋
は
か
ぎ
れ
と
さ
だ
め
け
る
神
代
も
さ
ら
に
う
ら
め
し
き
か
な

秋
は
「
今
夜
ま
で
」
で
あ
る
と
「
神
代
」
の
昔
に
決
め
ら
れ
た
こ
と
を
恨
む
歌
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、「
今
夜
（
こ
よ
ひ
）」
は
九
月
尽
日
の
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
コ
ヨ
ヒ
は
も
ち
ろ
ん

今
晩
の
意
味
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
コ
ヨ
ヒ
の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
先
に
述
べ
た （
４
）。
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
九
月
尽
の
終
了
は
午
前
三
時
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
歌
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

同
じ
歌
集
の
中
で
さ
え
九
月
尽
の
終
わ
り
が
、
午
前
三
時
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
先
に
問

題
と
し
た

384番
歌
の
動
詞
ア
ク
も
「
日
付
が
変
わ
る
」
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
九
月
尽
は
九
月
尽
日
の
こ
と

で
あ
る
の
は
明
白
だ
が
、
「
尽
日
」
と
そ
れ
が
日
付
に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
の
な
ら
、
当
然
、
日

付
の
終
了
時
点
で
そ
の
「
尽
日
」
も
終
わ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

二

－

三

七
夕
の
心
を
よ
め
る

源
俊
頼
朝
臣

239た
な
ば
た
の
あ
ま
の
か
は
ら
の
い
は
ま
く
ら
か
は
し
も
は
て
ず
あ
け
ぬ
こ
の
夜
は

こ
ひ
の
歌
と
て
よ
め
る

寂
蓮
法
師

765お
も
ひ
ね
の
ゆ
め
だ
に
見
え
で
あ
け
ぬ
れ
ば
あ
は
で
も
と
り
の
ね
こ
そ
つ
ら
け
れ

こ
れ
ら
二
首
は
恋
の
歌
で
あ
る
。

239番
歌
の
口
語
訳
を
見
て
み
る
。
「
織
女
が
天
の
川
原
で
の

逢
う
瀬
で
共
寝
を
し
た
か
し
な
い
か
に
、
早
く
も
こ
の
夜
は
明
け
て
し
ま
っ
た
よ
。
名
残
惜
し
く

も
。
」
（
『
和
泉
』
）
が
一
つ
の
解
釈
で
、
『
新
大
系
』
も
大
差
は
な
い
。
こ
こ
で
は
一
つ
別
の
角
度

か
ら
こ
の
歌
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
歌
は
「
七
夕
」
の
歌
で
あ
る
。
七
夕
は
、
織
り
姫
と
彦
星
が

七
月
七
日
の
夜
に
天
の
川
で
出
会
う
と
い
う
伝
説
が
そ
の
祭
り
の
根
拠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
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代
の
七
夕
を
考
え
て
み
よ
う
。
現
代
の
日
付
変
更
時
点
は
夜
中
の
十
二
時
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

現
代
の
七
夕
は
七
月
七
日
か
ら
八
日
に
掛
け
て
出
会
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
必
ず
し
も
「
七
月

七
日
」
の
伝
説
と
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
の
日
付
変
更
時
点
は
午
前

三
時
だ
っ
た
か
ら
、
ま
た
、
次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
午
前
三
時
以
降
は
ア
カ
ツ
キ
と
呼
ば
れ

る
時
間
帯
で
あ
っ
た
。
そ
の
ア
カ
ツ
キ
が
男
女
の
別
れ
の
時
間
帯
で
あ
っ
た
。
当
時
の
男
女
は
午

前
三
時
を
過
ぎ
る
と
別
れ
る
の
だ
か
ら
、
織
り
姫
と
彦
星
は
七
月
七
日
の
夜
に
出
会
っ
て
、
八
日

に
な
る
と
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
あ
け
ぬ
こ
の
夜
は
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
動
詞
ア
ク
が
今
日
の
夜
明
け
を
意
味
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ

で
使
用
さ
れ
て
い
る
単
語
は
、
「
こ
の
夜
」
だ
が
、
ほ
ぼ
同
意
の
コ
ヨ
ヒ
（
今
夜
）
は
、
そ
れ
が

昨
晩
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
場
合
で
も
、
今
晩
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
終
了
時

点
は
午
前
三
時
（
日
付
変
更
時
点
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
あ
け
ぬ
こ
の
夜
は
」
も
コ
ヨ
ヒ
が
ア

ク
と
同
意
と
類
推
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

765番
歌
は
「
こ
ひ
の
歌
と
て
よ
め
る
」
と
詞
書
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
問

題
は
な
か
ろ
う
。
一
応
注
釈
書
の
口
語
訳
を
見
て
み
る
。
「
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
寝
た

夜
の
夢
に
さ
え
お
逢
い
で
き
ず
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
逢
う
瀬
の
後
朝
の
別
れ
で
は
な
い

が
、
鶏
の
鳴
声
が
恨
め
し
く
聞
こ
え
る
よ
」
（
『
和
泉
』
）
と
こ
こ
で
も
動
詞
ア
ク
を
夜
明
け
と
捉

え
て
い
る
。
し
か
し
、

765番
歌
は
、
恋
の
歌
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
、
ア
カ
ツ
キ
に
男
は

女
の
家
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
動
詞
ア
ク
は
や
は
り
「
日
付
が
変
わ

る
」
意
味
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
、
「
と
り
の
ね
こ
そ
つ
ら
け
れ
」
と
鶏
が
鳴
い
て
い
る

が
、
「
あ
け
ぬ
れ
ば
」
を
夜
が
明
け
て
い
る
な
ら
と
解
釈
す
る
な
ら
、
鶏
の
鳴
く
音
に
別
れ
を
促

さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
別
れ
の
時
間
に
は
既
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
和
泉
』
に
は
、

『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
第
三
句
が
「
明
行
け
ば
」
と
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ア
カ
ツ

キ
の
鐘
を
「
明
け
行
く
鐘
」
と
も
い
う
が
、
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
を
ア
ケ
ユ
ク

（
明
行
）
と
い
う
動
詞
は
意
味
す
る
。
第
三
句
の
「
あ
け
ぬ
れ
ば
」
を
日
付
も
変
わ
る
と
取
る
と

き
、
結
果
、
第
三
句
が
「
あ
け
ぬ
れ
ば
」
で
あ
っ
て
も
、
「
明
行
け
ば
」
で
あ
っ
て
も
、

765番
歌

の
意
味
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二

－

四

仁
和
寺
の
御
子
の
も
と
に
て
、
郭
公
の
歌
五
首
よ
み
侍
け

る
時
よ
め
る

按
察
使
公
通

148郭
公
ま
つ
は
ひ
さ
し
き
夏
の
夜
を
ね
ぬ
に
あ
け
ぬ
と
た
れ
か
い
ひ
け
む

山
家
雪
朝
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
け
る

大
納
言
経
信

445あ
さ
と
あ
け
て
見
る
ぞ
さ
び
し
き
か
た
岡
の
な
ら
の
ひ
ろ
は
に
ふ
れ
る
し
ら
ゆ
き

148番
歌
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
夏
の
夜
を
寝
ぬ
に
明
け
ぬ
と
い
ひ
お
き
し
人
は
物
を
や
思
は

ざ
り
け
ん
」
を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
歌
は
、
「
人
は
物
を
や
思
は

ざ
り
け
ん
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
恋
の
歌
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
、
こ
の
動
詞
ア
ク
も
「
日
付

が
変
わ
る
」
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

445番
歌
も
、
『
万
葉
集
』
の
「
夜
を
寒
み
朝
戸
を
開
き
出
で
見
れ
ば
庭
も
は
だ
ら
に
み
雪
降
り

た
り
」（
巻
十
・
二
三
一
八
）
を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
歌
で
は
、「
夜

を
寒
み
」
と
歌
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
点
が
夜
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
る
と
、
「
朝
戸

を
開
き
」
は
「
朝
に
な
っ
て
」
と
言
う
意
味
と
「
戸
を
開
く
」
意
味
と
の
掛
詞
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
万
葉
時
代
で
は
午
前
三
時
以
降
が
ア
カ
ト
キ
（
平
安
以
降
の
ア
カ
ツ
キ
）
で
あ
り
、
ア
シ

タ
（
朝
）
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
朝
の
戸
を
開
け
ば
、
ア
シ
タ
（
翌
日
）
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

445番
歌
が
『
万
葉
集
』
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
以
上
動
詞
の
ア
ク
は
「
日
付
変
わ
る
」
意

味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う
。

実
は
、
こ
の
『
千
載
和
歌
集
』
の
ア
シ
タ
の
用
例
で
一
つ
疑
問
に
思
っ
て
い
る
用
例
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
。

藤
原
実
方
朝
臣
の
と
の
ゐ
ど
こ
ろ
に
も
ろ
と
も
に
ふ
し
て
、

あ
か
月
返
て
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る

藤
原
道
信
朝
臣

963い
も
と
ね
て
お
き
ゆ
く
あ
さ
の
道
よ
り
も
中

�
�も

の
は
お
も
は
し
き
か
な

こ
の
歌
の
ど
こ
に
問
題
点
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
「
あ
か
月
返
て
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る
」

の
部
分
で
あ
る
。

445番
歌
の
歌
の
説
明
の
中
で
、
「
万
葉
時
代
で
は
午
前
三
時
以
降
が
ア
カ
ト
キ

（
平
安
以
降
の
ア
カ
ツ
キ
）
で
あ
り
、
ア
シ
タ
（
朝
）
で
も
あ
っ
た
。」
と
述
べ
た
。
こ
の

963番
歌

で
も
、
詞
書
に
、「
あ
か
月
返
て
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
和
歌
で
、「
い
も
と
ね
て
お
き
ゆ
く
あ
さ
の

道
よ
り
も
」
と
詠
ん
で
い
る
。
ア
カ
ツ
キ
が
ア
サ
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ア
シ
タ
と
ア
サ

は
同
じ
形
態
素
の
露
出
形
と
被

覆
形
と
の

関
係
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
あ
さ
の
道
」
と
詠
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
ア
カ
ツ
キ
が
ア
シ
タ
で
あ
る
こ
と
を
和
歌
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
で

あ
る
、
詞
書
を
見

直
し
て
み
る
と
、
「
あ
か
月
返
て
」
の
後
に
「
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る
」
と

あ
る
の
で
あ
る
。
詞
書
で
は
ア
カ
ツ
キ
と
ア
シ
タ
が
別
の
時
間
帯
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
既
に
結

論
が
出
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
『
和
泉
』
の

頭

注
に
、
『
道
信
朝
臣
集
』
（
書

陵
部

蔵
・

甲
本
）
の
詞
書
で
は
、
「
実
方
の
き
み
の
と
の
ひ
ど
こ
ろ
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に
も
ろ
と
も
に
ふ
し
て
あ
か
つ
き
に
か
へ
り
て
つ
と
め
て
ふ
み
し
て
」
と
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
右
の
詞
書
な
ら
ア
カ
ツ
キ
の
あ
と
に
ツ
ト
メ
テ
が
き
て
、
ア
カ
ツ
キ
と

「
ア
サ
の
道
」、
つ
ま
り
、
ア
シ
タ
が
同
時
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に

別
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
が （
５
）、
と
り
あ
え
ず
は
、
ア
カ
ツ
キ
の
後
に
ツ
ト
メ
テ
が
来
、

そ
れ
ら
は
ま
と
め
て
、
ア
シ
タ
に
含
ま
れ
る
と
理
解
し
て
良
い
と
考
え
る
。

二

－

五

人
の
わ
ざ
し
け
る
導
師
に
て
諷
誦
文
を
よ
み
け
る
に
、
歌
の

侍
け
れ
ば
よ
み
侍
け
る

慶
範
法
師

577う
ち
な
ら
す
か
ね
の
お
と
に
や
な
が
き
夜
も
あ
け
ぬ
な
り
と
は
お
も
ひ
し
る
ら
ん

法
華
経
の
我
等
長
夜
修
習
空
法
の
心
を
よ
め
る

前
中
納
言
師
仲

1230な
が
き
夜
も
む
な
し
き
も
の
と
し
り
ぬ
れ
ば
は
や
く
あ
け
ぬ
る
心
ち
こ
そ
す
れ

こ
れ
ら
の
和
歌
中
の
動
詞
ア
ク
は
、
「
な
が
き
夜
」
が
「
あ
く
」
の
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
な
が
き
夜
」
は
宗
教
上
の
長
夜
の
闇
の
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
直
接
的
に
実
際
の
生
活

と
時
空
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
な
が
き
夜
」
が
「
あ
け
」
る
と
三
会
の
暁

が
到
来
す
る
と
い
う
考
え
が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
の
生
活
時
間
と
し
て
の
ア

カ
ツ
キ
と
宗
教
概
念
の
三
会
の
暁
は
全
く
関
係
し
な
い
概
念
の
は
ず
だ
が
、
そ
こ
に
は
通
底
す
る

も
の
が
あ
る
よ
う
に
当
時
の
人
は
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
『
千
載
和
歌
集
』
で
の
動
詞
ア
ク
の
用
例

11例
の
う
ち
８
例
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
動
詞
ア
ク
は
、
「
日
付
を
変
え
る
」
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
残
り
三
例
の
う
ち
一
例
は

1183番
の
「
と
も
し
し
て
は
こ
ね
の
山
に
あ
け
に
け
り
ふ
た

よ
り
み
よ
り
あ
ふ
と
せ
し
ま
に
」
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
誹
諧
歌
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
お
か
し
み

が
本
歌
の
中
心
目
的
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
の
背
後
に
戯
れ
の
恋
を
読
み
取
れ
ば
、
こ
こ
で
の
動

詞
ア
ク
も
「
日
付
が
変
わ
る
」
意
味
に
な
る
。
さ
て
最
後
に
残
り
の
二
つ
の
動
詞
ア
ク
の
用
例
を

見
て
み
る
。
一
つ
は
、

428番
歌
中
の
「
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
副
詞
に
連
続
す

る
ア
ク
で
あ
り
、
明
る
く
な
る
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
一
つ
は

300番
歌
中
の
「
秋
の
夜
の
月

を
の
こ
し
て
あ
く
る
し
の
の
め
」
で
あ
る
。
「
秋
の
夜
の
月
」
な
ど
か
ら
は
こ
れ
も
「
日
付
が
変

わ
る
」
意
味
の
動
詞
ア
ク
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
明
る
く
な
る
意
味
の
ア
ク
と

捉
え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
ま
で
『
千
載
和
歌
集
』
中
の
動
詞
ア
ク
を
検
討
し
て
き
た
が
、
平
安
文
学
を
理
解
す
る
場

合
に
動
詞
ア
ク
は
「
日
付
が
変
わ
る
」
意
味
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
私
見
は
確
認
さ
れ
た
こ
と

に
な
り
、
各
歌
の
解
釈
も
多
少
の
変
更
が
必
要
と
な
る
。

三

－

一

本
節
以
下
で
は
、『
千
載
和
歌
集
』
の
ア
カ
ツ
キ
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、『
新
大
系
』・『
和

泉
』
両
注
の
ア
カ
ツ
キ
、
お
よ
び
ア
カ
ツ
キ
ノ
カ
ネ
な
ど
ア
カ
ツ
キ
を
含
む
語
の
注
釈
の
実
際
を

述
べ
る
。

ア
カ
ツ
キ
に
つ
い
て
は
、
「
夜
半
か
ら
夜
明
け
近
く
の
ま
だ
暗
い
こ
ろ
ま
で
。
」
（
『
新
大
系
』
）

「
夜
明
け
前
の
ま
だ
暗
い
こ
ろ
」
（
『
和
泉
』

397番
注
）
と
あ
る
。
ま
た
、
ア
カ
ツ
キ
の
鐘
に
は
、

1149番
歌
の
注
で
、
「
寺
で
撞
く
晨
朝
（
じ
ん
ち
よ
う
）
の
鐘
。
」
（
『
新
大
系
』
）
、
「
晨
朝
の
鐘
。
」

（
『
和
泉
』
）
と
そ
れ
ぞ
れ
注
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
と
も
に
、
晨
朝
の
鐘
と
考
え
て
い
た
よ
う

だ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
ア
カ
ツ
キ
は
午
前
三
時
（
日
付

変
更
時
点
）
以
降
を
言
い
、
ア
カ
ツ
キ
の
鐘
は
ア
カ
ツ
キ
の
到
来
の
時
点
で
鳴
る
鐘 （
６
）だ
か
ら
、
後

夜
の
鐘
で
あ
っ
た
。

ア
カ
ツ
キ
の
時
間
を
理
解
す
る
の
に
お
も
し
ろ
い
例
が
『
千
載
和
歌
集
』
に
存
在
す
る
の
で
、

そ
の
例
か
ら
検
討
し
よ
う
。

夏
夜
暁
月
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る

藤
原
経
家
朝
臣

215我
な
が
ら
ほ
ど
な
き
夜
は
や
を
し
か
ら
む
猶
山
の
は
に
有
明
の
月

月
は
自
分
な
が
ら
時
間
の
短
い
夏
の
夜
が
惜
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
山
の
端
に
残
っ
て

い
る
よ
、
片
割
の
有
明
月
の
姿
で
。（『
新
大
系
』）

月
自
身
程
な
く
明
け
る
短
い
夏
の
夜
が
名
残
惜
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
暁
が
た
、
ま

だ
山
の
端
に
有
明
の
月
が
半
分
割
れ
な
が
ら
か
か
っ
て
い
る
こ
と
だ
よ
。（『
和
泉
』）

右
に
見
る
よ
う
に
二
つ
の
注
釈
に
は
大
き
な
差
異
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
片
割
」（『
新
大
系
』）、

「
半
分
割
な
が
ら
」（『
和
泉
』）
と
半
月
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
朝
方
に
大
空
に
存
在
す
る
半
月
は
、

二
十
二
、
三
日

頃
の
月
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
月
が
、
「
山
の
は
」
に
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
大
ま
か
に
言
っ
て
、
二
十
二
、
三
日
頃
の
月
は
朝
方
六
時
頃
に
は
ほ
ぼ
南
中
し
て
お
り
、
と

て
も
山
の
端
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
は
、
山
の
端
に
あ
る
と
言
う
た
め
に
は
時
間
を
ど

れ
ほ
ど
遡
ら
せ
れ
ば
よ
い
か
。
そ
れ
が
三
時
間
ほ
ど
午
前
三
時
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
、
後

夜
や
晨
朝
は
仏
教
に
お
け
る
六
時
の
一
で
あ
る
。
な
お
原
則
二
十
四
時
間
を
六
等
分
し
た
も
の
が
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六
時
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
六
時
は
四
時
間
の
時
間
と
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
中
夜

が
子
、
丑
の
刻
と
対
応
し
、
あ
と
四
時
間
ず
つ
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
午
前
三

時
の
後
夜
の
鐘
の
後
、
晨
朝
の
時
刻
は
午
前
七
時
か
ら
午
前
十
一
時
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
晨
朝
の
時
刻
の
到
来
を
告
げ
て
鳴
ら
さ
れ
る
か
ら
、
午
前
七
時
に
鳴
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
間
で
は
、
二
十
二
、
三
日
頃
の
月
は
南
中
を
通
り
越
し
て
、
や
や
西
に
傾
い
て
し
ま
い
、

山
の
端
に
存
在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
す
れ
ば
、
晨
朝
の
鐘
で
な
い
こ
と
は
明
白
だ
。
ま
た
、

後
夜
よ
り
前
は
中
夜
で
あ
り
、
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
の
午
前
三
時
を
さ
す
が
、
中
夜
の
鐘
が
鳴

ら
さ
れ
る
の
は
午
後
十
一
時
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
、
山
の
端
ど
こ
ろ
か
、
地
上
に
現
れ
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
で
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
単
語
が
登
場
す
る
。
ア
リ
ア
ケ
（
ノ
ツ
キ
）
で
あ
る
。
か

つ
て
、
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
詞
書
が
あ
る
平
安
時
代
の
和
歌
は
そ
の
時
刻
を
表
現
す
る
た
め
に
、
和

歌
中
に
ア
リ
ア
ケ
を
持
つ
こ
と
が
多
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
に
出
て
い
る
月

が
ア
リ
ア
ケ
（
ノ
ツ
キ
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た （
７
）。
ま
さ
に
こ
の
歌
は
、
詞
書
に
「
暁
」
が
存

在
し
、
歌
中
に
「
有
明
の
月
」
が
存
在
す
る
歌
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
私
見
を
も
う
一
度
ま
と
め
る
と
、
午
前
三
時
以
降
が
ア
カ
ツ
キ
で
あ
り
、
ア
カ
ツ
キ

の
鐘
は
、
ア
カ
ツ
キ
の
到
来
を
告
げ
て
、
午
前
三
時
に
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
で
あ
り
、
ア
カ
ツ
キ
（
午

前
三
時
以
降
）
に
出
て
い
る
月
が
ア
リ
ア
ケ
（
ノ
ツ
キ
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
も
う
一
つ
私
見
を

加
え
る
と
、
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
は
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
時
間
帯
の
始
ま
り
部
分
を
指
す
。
従
っ
て
、
午

前
三
時
過
ぎ
と
で
も
現
代
語
に
訳
せ
ば
よ
い
単
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

215番
歌
に
戻
ろ
う
。
実
は
、
口
語
訳
に
何
も
加
え
る
も
の
は
な
い
。
た
だ
し
、
他
歌
で
は
あ
る

が
、
ア
カ
ツ
キ
や
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
の
解
釈
を
こ
の
歌
に
適
用
す
る
と
そ
こ
に
は
矛
盾
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。
『
和
泉
』
が
引
用
す
る
服
部
高
保
の
『
千
載
集
歌
評
』
で
は
、
そ
の
あ
た
り
を

「
わ
れ
な
が
ら
て
ふ
語
は
こ
ち
た
き
也
。
次
に
猶
山
の
は
に
有
明
の
月
て
ふ
二
句
猶
し
も
心
得
は

べ
ら
ず
。
有
明
の
月
は
凡
み
そ
ら
に
有
て
夜
は
明
る
故
に
し
か
い
へ
り
。
山
の
は
に
と
い
ひ
て
は

有
明
に
も
あ
ら
ず
様
に
聞
ゆ
。
夜
の
明
果
な
ば
山
に
月
は
入
ぬ
べ
き
様
な
り
。
そ
は
た
ゞ
の
夜
の

月
也
。
又
月
の
出
し
山
の
端
に
な
し
て
は
あ
ま
り
月
お
そ
く
出
た
り
。
是
ら
い
づ
れ
に
も
論
な
り
。

な
べ
に
哥
の
様
よ
ろ
し
く
も
聞
え
は
べ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
ア
カ
ツ
キ
や
ア
リ
ア
ケ
の
理

解
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
「
又
月
の
出
し
山
の
端
に
な
し
て
は
あ
ま
り
月

お
そ
く
出
た
り
。
」
と
述
べ
る
こ
と
に
は
、
今
一
つ
の
単
語
の
理
解
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
の
で

は
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
夜
は
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
ヨ
ハ
（
夜
半
）
は
午
後
十
一
時
か
ら

午
前
三
時
ま
で
の
時
間
帯
を
指
し
示
す
単
語
だ
っ
た
。
当
然
午
前
三
時
に
な
り
ア
カ
ツ
キ
の
時
間

帯
な
の
だ
か
ら
、
「
あ
ま
り
月
お
そ
く
出
た
り
」
と
い
う
疑
問
は
論
外
だ
が
、
半
月
が
や
っ
と
虚

空
に
現
れ
、
山
の
端
に
あ
る
理
由
を
こ
の
歌
は
、
「
夜
は
や
を
し
か
ら
む
」
と
詠
む
の
で
あ
る
。

ヨ
ハ
は
普
通
に
は
女
性
の
も
と
に
い
る
時
間
帯
で
あ
る
。
そ
の
時
間
帯
が
懐
か
し
い
の
か
、
隠
れ

て
い
た
山
の
陰
か
ら
な
か
な
か
離
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
私
と
同
じ
か
も
（「
我
な
が
ら
」）
と
ふ
ざ

け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ア
カ
ツ
キ
な
ど
を
私
見
に
沿
っ
て
理
解
す
れ
ば
、

215番
歌
は
そ
の
詞
書
も

含
め
て
矛
盾
な
く
解
釈
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

三

－

二

『
千
載
和
歌
集
』
中
に
は
、
詞
書
と
歌
の
中
に
ア
カ
ツ
キ
が

21例
存
在
す
る
の
で
そ
の
全
て
を

検
討
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
前
段
の

215番
歌
と
と
も
に
是
非
検
討
し
て
お
き
た
い
歌
に
、

319

番
歌
が
あ
る
。
和
歌
と
解
釈
を
引
用
す
る
。

法
印
慈
円

319山
ざ
と
の
あ
か
月
が
た
の
し
か
の
ね
は
夜
半
の
あ
は
れ
の
か
ぎ
り
な
り
け
り

山
家
住
ま
い
の
暁
に
聞
く
鹿
の
声
は
、
夜
中
つ
ら
く
感
じ
続
け
た
哀
れ
さ
の
極
限
で
あ
っ

た
よ
。（『
新
大
系
』）

山
里
の
暁
方
に
聞
く
鹿
の
鳴
声
は
、
秋
の
夜
の
哀
れ
を
催
す

究
極
の
し
あ
げ
だ
な
あ
。

（『
和
泉
』）

さ
て
、
こ
の
歌
を
解
釈
す
る
と
き
に
重
要
な
こ
と
は
、
ヨ
ハ
（
夜
半
）
と
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
（
暁

方
）
の
時
間
関
係
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ヨ
ハ
は
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
三
時
で
あ

り
、
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
は
午
前
三
時
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
妻
を
求
め
て
夜
鳴
く
鹿
の
声
が
哀
れ
な
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
ヨ
ハ
に
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
鹿
の
話
で
は
な
く
人
間
に
話

を
移
せ
ば
、
「

宵
暁
の
出
入
り
」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
普
通
、

男
性
が
女
性
の

所
に
出

か
け
る
の
は
ヨ
ヒ
（
宵
）
で
あ
り
、
女
性
の
所
か
ら
帰
る
の
は
ア
カ
ツ
キ
（
暁
）
で
あ
っ
た
。
そ

れ
を
こ
の
歌
に
適
用
し
て
み
よ
う
。
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
に
鳴
く
鹿
は
一
晩
中
（
ヨ
ハ
）
妻
を
求
め
て

鳴
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
が
や
っ
て
く
る
。
こ
の
時
間
は
男
性
が
女

性
の
も
と
か
ら
帰
る
時
間
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
に
鳴
く
鹿
は
一
晩
中
妻
を
求
め

て
い
た
が
、
捜
し
出
す
こ
と
が
出
来
ず
に
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
鳴
い
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
「
暁
に
聞
く
鹿
の
声
は
、
夜
中
つ
ら
く
感
じ
続
け
た
哀
れ
さ
の
極
限
で

あ
っ
た
よ
」
（
『
新
大
系
』
）
で
あ
り
、
こ
の
歌
の

背
後
に

人
間
く
さ
さ
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
こ
の

歌
は
興
味
深
い
の
で
あ
っ
た
。
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三

－

三

後
の
節
で
ア
リ
ア
ケ
歌
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
ア
リ
ア
ケ
と
い
う
語
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ

歌
を
検
討
す
る
。

高
野
に
ま
ゐ
り
て
よ
み
侍
け
る

寂
蓮
法
師

1236あ
か
月
を
た
か
の
の
山
に
ま
つ
ほ
ど
や
こ
け
の
し
た
に
も
あ
り
あ
け
の
月

真
言
宗
で
は
空
海
は
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
高
野
山
の
石
室
に
入
定
（
意
識
を
集
中
さ
せ

心
が
乱
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
態
に
入
る
こ
と
）
留
身
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
迦

葉
の
弥
勒
出
世
を
待
っ
て
の
鶏
足
山
入
定
留
身
の
故
事
（
付
法
蔵
因
縁
伝
）
に
拠
る
か
。

（『
新
大
系
』）

私
が
高
野
山
で
暁
を
待
っ
て
い
る
間
、
わ
た
し
だ
け
で
な
く
入
定
さ
れ
た
弘
法
大
師
が
苔

の
下
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
や
は
り
竜
華
の
暁
を
待
っ
て
居
ら
れ
る
の
だ
っ
た
よ
。（『
和
泉
』）

高
野
山
で
ア
カ
ツ
キ
を
待
つ
寂
蓮
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
お
も
し
ろ
い
点
は
、
歌
を

詠
ん
だ
時
点
で
は
、
大
空
に
月
は
で
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
こ
け
の
し
た
に
も

あ
り
あ
け
の
月
」
と
弘
法
大
師
を
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
に
例
え
て
い
る
が
、
そ
の
弘
法
大
師
は
「
苔

の
下
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
や
は
り
竜
華
の
暁
を
待
っ
て
居
ら
れ
る
」
の
よ
う
に
苔
の
下
に
居
ら
れ

て
姿
は
見
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
見
え
て
も
い
な
い
月
を
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ

と
呼
べ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
寂
連
は
時
間
帯
の
呼
称
で
あ
る
ア
カ
ツ
キ
を
待
っ
て
お
り
、
苔
の
下

の
弘
法
大
師
は
竜
華
三
会
の
暁
を
待
っ
て
お
い
で
に
な
る
。
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
「
竜
華
三
会

の
暁
」
は
仏
教
概
念
で
あ
っ
て
、
時
間
帯
の
ア
カ
ツ
キ
と
は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
二
つ

の
概
念
は
ア
カ
ツ
キ
つ
な
が
り
で
、
あ
る
面
同
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

ア
カ
ツ
キ
と
い
う
時
間
帯
に
出
て
い
る
月
が
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
ア
カ
ツ

キ
を
待
つ
自
分
の
目
に
月
が
飛
び
込
ん
で
く
れ
ば
、
そ
の
月
は
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
で
あ
る
の
と
同

様
に
、
竜
華
三
会
の
暁
を
待
つ
弘
法
大
師
が
そ
の
暁
に
出
現
し
、
そ
の
身
を
月
に
例
え
る
な
ら
ば
、

ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
、
仏
教
概
念
の
竜
華
三
会
の
暁
と
時
間
帯
の

ア
カ
ツ
キ
の
同
質
性
と
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
は
ア
カ
ツ
キ
に
出
て
い
る
月
で
あ
る
と
い
う
私
見
を
証

明
し
て
い
る
歌
な
の
で
あ
っ
た
。

三

－

四

遠
所
へ
ま
か
り
け
る
人
の
ま
う
で
き
て
あ
か
月
か
へ
り
け

る
に
、
九
月
尽
日
む
し
の
ね
も
あ
は
れ
な
り
け
れ
ば
よ
み

侍
る

紫
式
部

478な
き
よ
わ
る
ま
が
き
の
む
し
も
と
め
が
た
き
あ
き
の
わ
か
れ
や
か
な
し
か
る
ら
ん

鳴
声
が
次
第
に
弱
々
し
く
な
っ
て
い
く
垣
根
の
虫
も
、
と
ど
め
る
こ
と
の
難
し
い
秋
と
の

別
れ
が
悲
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
だ
け
で
な
く
て
ね
（『
和
泉
』）

の
歌
を
検
討
す
る
。
こ
の
歌
の
『
紫
式
部
集
』
の
詞
書
は
「
そ
の
人
、
と
を
き
と
こ
ろ
へ
い
く
な

り
け
り
、
あ
き
の
は
つ
る
日
き
た
る
あ
か
つ
き
、
む
し
の
こ
ゑ
あ
は
れ
な
り
」
で
あ
る
こ
と
、

『
和
泉
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
千
載
和
歌
集
』
の
詞
書
と
『
紫
式
部
集
』
の
詞
書
を
合
わ
せ
て

考
え
る
と
、
こ
の
「
遠
所
へ
ま
か
り
け
る
人
」
は
九
月
の
尽
日
に
や
っ
て
き
て
、
翌
日
の
早
朝
に

帰
っ
て
行
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
別
れ
の
挨
拶
に
で
も
や
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
折
節
、

垣
根
で
虫
が
鳴
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
新
大
系
』
で
は
、「
あ
き
の
わ
か
れ
」
に
「
秋
と

の
別
れ
に
、
友
と
の
別
れ
を
響
か
せ
る
。」
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

蛇
足
を
加
え
る
な
ら
、
九
月
尽
日
を
過
ぎ
て
、
友
達
が
式
部
の
も
と
を
去
っ
て
い
か
な
い
と
、

「
秋
と
の
別
れ
」
に
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
『
千
載
和
歌
集
』
の
詞
書
は
、
「
遠
所
へ
ま
か
り

け
る
人
の
ま
う
で
き
て
あ
か
月
か
へ
り
け
る
に
」
と
無
造
作
に
詞
書
を
書
い
て
い
る
が
、
詳
し
く

は
、「（
九
月
の
尽
日
に
）
遠
所
へ
ま
か
り
け
る
人
の
ま
う
で
き
て
（
そ
の
翌
朝
の
）
あ
か
月
か
へ

り
け
る
に
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
っ
た
。

ア
カ
ツ
キ
と
い
う
語
が
そ
の
開
始
時
点
で
日
付
変
更
時
点
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
右
の
歌
は

解
釈
が
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

今
一
つ
、い
ぶ
か
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
る
人
の
む
す
め
の
、
女
房

の
つ
ぼ
ね
に
ゆ
か
り
あ
り
て
し
の
び
て
か
た
た
が
へ
に
ま

ゐ
れ
り
け
る
を
、
あ
か
月
と
く
い
で
に
け
れ
ば
遣
し
け
る

選
子
内
親
王

968あ
ひ
み
む
と
お
も
ひ
し
事
を
た
が
ふ
れ
ば
つ
ら
き
か
た
に
も
さ
だ
め
つ
る
か
な

こ
の
歌
は
詞
書
に
よ
れ
ば
、
選
子
内
親
王
が
会
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
女
性
が
、
内
親
王
の
御

所
住
み
の
女
房
の
も
と
に
方
違
え
に
や
っ
て
き
て
い
た
の
だ
が
、
ア
カ
ツ
キ
に
帰
っ
て
し
ま
い
逢

う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
事
情
を
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
面
で
、
ア
カ
ツ
キ
が

使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
カ
ツ
キ
の
持
つ
二
つ
の
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
一

つ
は
、
前
歌
と
同
様
に
日
付
変
更
時
点
が
ア
カ
ツ
キ
の
前
に
存
在
す
る
こ
と
。
い
ま
一
つ
は
ア
カ

ツ
キ
が

広
く
一

般
の
人
が
行

動
す
る
に
は
早
す
ぎ
る
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
選
子
内
親

『千載和歌集』のアカツキの周辺 175（6）



王
が
会
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
女
性
」
は
こ
の
御
所
に
方
違
え
に
や
っ
て
来
て
い
た
の
だ
っ
た
。

方
違
え
は
多
く
の
場
合
日
付
と
関
係
す
る
。
つ
ま
り
、
ア
カ
ツ
キ
に
な
れ
ば
、
日
付
が
変
わ
っ
て

お
り
、
方
違
え
を
終
了
し
て
も
よ
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
は
、
朝

早
い
時
間
帯
だ
か
ら
帰
宅
す
る
に
は
不
自
然
な
時
間
帯
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
を
、
こ
の
ア
カ
ツ

キ
と
い
う
語
は
詞
書
の
中
で
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
語
は
早
朝
早
い
時
間

の
認
識
は
一
般
に
も
た
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
日
付
変
更
時
点
が
そ
の
開
始
時
点
で
あ

る
と
い
う
認
識
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
。
本
節
で
取
り
上
げ
た

478番
歌
同
様
、
こ
の

968番
歌

の
解
釈
の
た
め
に
は
ア
カ
ツ
キ
の
始
ま
り
が
日
付
変
更
時
点
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
重
要
と
な
る

の
で
あ
る
。

三

－

五

ア
カ
ツ
キ
と
い
う
語
の
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
ア
カ
ツ
キ
と
ア
ケ
ガ
タ
は
同
時
性
が
あ
る
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。

関
路
暁
月
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る

法
眼
兼
覚

534い
つ
も
か
く
あ
り
あ
け
の
月
の
あ
け
が
た
は
も
の
や
か
な
し
き
す
ま
の
せ
き
も
り

の
歌
の
詞
書
の
傍
線
部
と
歌
中
の
傍
線
部
を
見
合
わ
せ
れ
ば
直
ぐ
に
了
解
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

ア
ケ
ガ
タ
は
ア
カ
ツ
キ
で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
出
て
い
る
月
は
ア
リ
ア
ケ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
ア
カ
ツ
キ
に
関
連
し
て
ア
ケ
ガ
タ
を
使
用
し
た
歌
一
首
を
見
て
お
く
。

惟
宗
広
言

323さ
び
し
さ
を
な
に
に
た
と
へ
ん
を
し
か
な
く
み
山
の
さ
と
の
あ
け
が
た
の
そ
ら

さ
び
し
さ
は
何
に
た
と
え
よ
う
。
牡
鹿
の
鳴
く
こ
の
深
山
の
里
の
明
け
方
の
空
の
情
景
よ
。

（『
新
大
系
』）

こ
の
寂
し
さ
を
何
に
た
と
え
よ
う
か
。
雄
鹿
が
妻
を
求
め
て
悲
し
げ
に
鳴
く
声
が
奥
山
か

ら
聞
こ
え
る
、
そ
の
ふ
も
と
の
里
の
夜
明
け
方
の
空
の
眺
め
よ
。（『
和
泉
』）

こ
の
歌
は
「
し
か
の
う
た
と
て
よ
め
る
」
の
詞
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
九
連
作
の
一
で
あ
る
。
な

お
、
こ
の
九
連
作
に
は
、
三

－

二
節
で
検
討
し
た
、
法
印
慈
円
の
「

319山
ざ
と
の
あ
か
月
が
た
の

し
か
の
ね
は
夜
半
の
あ
は
れ
の
か
ぎ
り
な
り
け
り
」
も
含
ま
れ
る
。
そ
の

319番
歌
と
本
歌
の
関
係

を
『
和
泉
』
は
「
三
一
九
歌
と
同
様
、
暁
方
の
鹿
鳴
に
悲
哀
を
感
じ
る
歌
を
配
列
。
」
と
述
べ
、

319番
歌
と
同
趣
向
、
少
な
く
と
も
同
時
間
の
歌
だ
と
述
べ
て
い
る
。『
和
泉
』
は
『
惟
宗
広
言
集
』

の
当
歌
が
「
山
家
暁
鹿
」
の
詞
書
を
伴
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
ア

カ
ツ
キ
と
ア
ケ
ガ
タ
が

534番
歌
と
そ
の
詞
書
で
確
認
し
た
よ
う
に
同
時
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
確
認
し
て
お
く
が
、
ア
カ
ツ
キ
と
ア
ケ
ガ
タ
は
同
時
性
が
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
関
係
は
全
く
過
不
足
な
く
同
時
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
カ
ツ
キ
が
ア
カ
ト
キ
に
語
源
を

持
ち
あ
る
程
度
の
時
間
帯
を
意
味
す
る
の
に
、
ア
ケ
ガ
タ
は
カ
タ
と
い
う
語
構
成
要
素
を
持
っ
て

お
り
、
こ
の
カ
タ
は
名
詞
に
付
く
場
合
（
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
、
ア
サ
ガ
タ
、
ユ
フ
ガ
タ
な
ど
）
で
も
、

動
詞
の
連
用
形
に
付
く
場
合
（
チ
リ
〈
散
〉
ガ
タ
、
ク
レ
（
暮
）
ガ
タ
な
ど
）
で
も
そ
の
開
始
時

点
を
指
す
場
合
が
多
い
。
と
す
れ
ば
、
ア
ケ
ガ
タ
と
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
は
同
じ
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯

の
開
始
時
点
辺
り
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、
『
和
泉
』
の
「
三
一
九
歌
と
同
様
、

暁
方
の
鹿
鳴
に
悲
哀
を
感
じ
る
歌
を
配
列
。
」
は
正
鵠
を
射
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

319番
歌
の
検

討
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
歌
で
も
鹿
の
悲
哀
の
背
後
に
人
間
生
活
（
恋
）
の
悲
哀
を
感
じ
る
べ
き

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
ア
ケ
ガ
タ
を
そ
の
ま
ま
「
明
け
方
」
（
『
新
大
系
』
）
と
口
語

訳
し
た
り
、
ま
し
て
、「
夜
明
け
方
」（『
和
泉
』）
と
口
語
訳
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
実
際
に
は
真
っ
暗
な
夜
で
あ
る
の
に
日
付
は
変
わ
っ
て
い
る
時
点
を
表
す
単
語
は
当
然
な

が
ら
現
代
社
会
で
は
な
い
こ
と
は
、
両
訳
の
弁
解
と
し
て
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
当

323番
歌
は
ま
だ
真
っ
暗
な
時
点
で
、

319番
歌
と
同
趣
向
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
ア
リ
ア
ケ
ガ
タ
（
有
明
方
）
と
い
う
語
が
存
在
し
、
当
『
千
載
和
歌
集
』
で
も
、

1014番

歌
と

1152番
歌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

1014番
の
詞
書
は
、
「
山
家
暁

霰
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
」
で

あ
る
。
ア
リ
ア
ケ
（
ノ
ツ
キ
）
が
ア
カ
ツ
キ
と
関
連
が
深
い
こ
と
は
本
稿
で
も
既
に
述
べ
て
き
た

と
こ
ろ
だ
が
、
ア
リ
ア
ケ
を
語
構
成
要
素
に
持
つ
ア
リ
ア
ケ
ガ
タ
も
ア
カ
ツ
キ
と
関
係
が
深
い
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
本
節
で
述
べ
て
き
た
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
と
ア
ケ
ガ
タ
の
時
間
的
側
面
を
考

え
る
と
こ
の
ア
リ
ア
ケ
ガ
タ
も
そ
れ
ら
と
時
間
的
に
は
同
じ
面
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
、

1152番
歌
を
検
討
す
る
。

秋
の
こ
ろ
山
寺
に
て
よ
み
侍
け
る

藤
原
良
清

1152お
も
ふ
事
あ
り
あ
け
が
た
の
し
か
の
ね
に
な
ほ
山
ふ
か
く
い
へ
ゐ
せ
よ
と
や

さ
ま
ざ
ま
思
う
こ
と
の
あ
る
夜
明
け
方
に
聞
く
鹿
の
鳴
き
声
は
、
物
悲
し
さ
限
り
な
く
厭

離
の
思
い
も
い
や
ま
す
が
、
い
っ
そ
う
山
深
く
俗
世
を
離
れ
て
住
め
と
勧
め
て
な
く
の
で

あ
ろ
う
か
。（『
和
泉
』）
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右
に
口
語
訳
を
載
せ
た
が
、
こ
こ
で
も
「
夜
明
け
方
」
は
無
理
で
あ
る
こ
と
、
既
述
の
通
り
で

あ
る
。
先
の

323番
歌
、

319番
歌
に
通
底
す
る
人
事
の
感
覚
（
恋
）
が
こ
の
歌
に
も
あ
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
上
記
二
首
ほ
ど
そ
の
趣
は
強
く
な
く
、
「
恋
に
鳴
く
鹿
の
声
な
ど
聞
い
て

は
、
ま
だ
こ
の
夜
の
迷
夢
を
断
ち
切
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
」
鹿
の
声
も
な
い
山
奥
に
居
を
移
さ
な

く
て
は
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

四

次
に
、
ア
カ
ツ
キ
と
強
い
関
連
性
を
持
つ
ア
リ
ア
ケ
の
歌
を
数
首
検
討
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ

と
に
す
る
。
こ
こ
で
、
第
一
節
で
述
べ
た
こ
と
が
関
係
す
る
。
ア
リ
ア
ケ
は
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
時

間
帯
を
表
現
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
作
品
で
、
ア
リ
ア
ケ
が
使
用
さ
れ
れ

ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
時
間
帯
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
第
一
節
で
是

も
述
べ
た
が
、
『
千
載
和
歌
集
』
の
詞
書
に

10例
ア
カ
ツ
キ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

７
例
が
和
歌
で
は
ア
リ
ア
ケ
と
表
現
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
ア
リ
ア
ケ
と
い
う
語
は
午
前
三
時

過
ぎ
の
ア
カ
ツ
キ
の
イ
メ
ー
ジ
と
全
く
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
ア
リ
ア
ケ
が
使

用
さ
れ
な
い
３
例
は
全
て
、
今
ま
で
の
論
述
で
用
例
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
先

に
例
外
を
述
べ
る
こ
と
で
、
ア
カ
ツ
キ
と
ア
リ
ア
ケ
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
確
認
す
る
前
段
階
に

し
た
い
。

遠
所
へ
ま
か
り
け
る
人
の
ま
う
で
き
て
あ
か
月
か
へ
り
け

る
に
、
九
月
尽
日
む
し
の
ね
も
あ
は
れ
な
り
け
れ
ば
よ
み

侍
る

紫
式
部

478な
き
よ
わ
る
ま
が
き
の
む
し
も
と
め
が
た
き
あ
き
の
わ
か
れ
や
か
な
し
か
る
ら
ん

藤
原
実
方
朝
臣
の
と
の
ゐ
ど
こ
ろ
に
も
ろ
と
も
に
ふ
し
て
、

あ
か
月
返
て
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る

藤
原
道
信
朝
臣

963い
も
と
ね
て
お
き
ゆ
く
あ
さ
の
道
よ
り
も
中

�
�も

の
は
お
も
は
し
き
か
な

い
ぶ
か
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
る
人
の
む
す
め
の
、
女
房

の
つ
ぼ
ね
に
ゆ
か
り
あ
り
て
し
の
び
て
か
た
た
が
へ
に

ま
ゐ
れ
り
け
る
を
、
あ
か
月
と
く
い
で
に
け
れ
ば
遣
し
け

る
選
子
内
親
王

968あ
ひ
み
む
と
お
も
ひ
し
事
を
た
が
ふ
れ
ば
つ
ら
き
か
た
に
も
さ
だ
め
つ
る
か
な

以
上
が
そ
の
３
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
う
ち

478番
歌
と

968番
歌
は
別
れ
の
時
間
が
ア
カ
ツ
キ
で
あ
っ

た
だ
け
で
、
直
接
そ
の
時
間
を
詠
ん
で
い
な
い
。
た
だ
、

963番
歌
は
、
ア
カ
ツ
キ
を
「
あ
さ
の
道
」

で
表
現
し
て
お
り
、
ア
カ
ツ
キ
に
ア
リ
ア
ケ
を
対
応
さ
せ
な
い
本
当
の
例
外
は
こ
の
歌
の
み
で
あ

る
と
言
え
る
。
ア
カ
ツ
キ
と
ア
リ
ア
ケ
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
が
分
か
る
し
、『
千
載
和
歌
集
』

で
特
に
そ
の
傾
向
が
強
い
こ
と
が
分
か
る
。

人
に
餞
し
侍
け
る
あ
か
月
よ
み
侍
け
る

右
衛
門
頼
実

496わ
す
る
な
よ
を
ば
す
て
山
の
月
み
て
も
み
や
こ
を
い
づ
る
あ
り
あ
け
の
そ
ら

こ
の
歌
の
解
釈
は
問
題
が
な
い
の
で
、
両
注
の
口
語
訳
を
上
げ
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の

は
、
『
新
大
系
』
の
「
別
れ
た
早
暁
、
西
空
に
か
か
る
有
明
の
月
を
眺
め
て
、
旅
立
つ
人
が
行
く

信
濃
国
の
姥
捨
山
の
月
を
想
い
、
送
別
の
一
首
を
成
し
た
。
」
の
文
で
あ
る
。
こ
の
文
と
状
況
が

よ
く
似
た
歌
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
あ
る
。

963「
も
ろ
と
も
に
出
で
し
空
こ
そ
忘
ら
れ
ぬ
都
の

山
の
有
明
の
月
」
が
そ
れ
で
、
月
の
出
と
作
者
の
都
か
ら
の
出
発
を
「
も
ろ
と
も
に
出
で
し
空
」

に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
は
東
の
空
に
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
本
来
、
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
は
空
の
東
に
あ
る
か
西
に
あ
る
か
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
平
安
時
代
も
古
い
と
な
ぜ
か
西
の
空
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
強
く
、
平
安
時
代
も
下
る
と
こ

の
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
歌
の
よ
う
に
東
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
で
は
、
そ
の
両
者
の
月
の

イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う
に
ち
が
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
の
空
に
あ
れ
ば
、
そ
の
ア
リ
ア
ケ
は
満
月

に
近
く
、
東
に
あ
れ
ば
三
日
月
に
近
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
光
量
も
違
う
か
ら
、
そ
の
月
を

見
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
違
う
は
ず
で
あ
る
。
ア
リ
ア
ケ
は
東
に
あ
っ
て
も
、
西
に
あ
っ

て
も
哀
れ
さ
を
感
じ
る
物
の
よ
う
で
あ
る
が
。
東
に
あ
れ
ば
、
そ
の
月
は
夜
空
に
細
く
微
か
に
輝

く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
方
が
よ
り
『
千
載
・
新
古
今
』
時
代
の
文
学
イ
メ
ー
ジ
と
一
致
す
る
の
で

は
な
い
か
。

こ
こ
で
の

496番
歌
も
東
の
空
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
私
自
身
解
釈
に
確
信
を
持
て
ず
に
い
る
ア
リ
ア
ケ
歌
を
検
討
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る

こ
と
に
す
る
。

題
不
知

藤
原
範
永
朝
臣

498あ
り
あ
け
の
月
も
し
水
に
や
ど
り
け
り
こ
よ
ひ
は
こ
え
じ
あ
ふ
さ
か
の
せ
き

有
明
の
月
も
関
の
清
水
に
宿
っ
た
こ
と
だ
よ
、
私
も
今
夜
は
こ
こ
に
旅
寝
し
て
逢
坂
の
関

は
越
え
ま
い
。（『
新
大
系
』）

有
明
の
月
も
関
の
清
水
に
映
じ
て
宿
っ
て
い
る
こ
と
よ
。
夜
が
明
け
る
ま
で
こ
う
し
て
い
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る
は
ず
だ
が
、
で
は
私
も
今
晩
は
逢
坂
の
関
を
越
え
る
こ
と
な
く
、
こ
こ
で
一
夜
を
過
ご

す
こ
と
に
し
よ
う
。（『
和
泉
』）

問
題
点
は
、
「
こ
よ
ひ
」
に
月
は
宿
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ア
リ
ア
ケ
は
午
前
三
時

以
降
の
月
で
あ
る
。
他
方
、
「
こ
よ
ひ
」
は
午
前
三
時
ま
で
を
言
う
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
和

歌
の
解
釈
と
し
て
は
少
し
理
屈
っ
ぽ
い
が
、
「
明
日
（
午
前
三
時
過
ぎ
）
に
な
れ
ば
、
ア
リ
ア
ケ

に
な
る
月
が
今
は
目
の
前
の
泉
に
映
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
「
こ
よ
ひ
」
の
う
ち
は
こ
こ
で
休
ん

で
い
こ
う
。」
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
私
訳
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、「
ア
リ
ア
ケ
に

な
る
月
が
今
は
目
の
前
の
泉
に
映
っ
て
い
る
」
と
ど
う
し
て
、「「
こ
よ
ひ
」
の
う
ち
は
こ
こ
で
休
」

む
こ
と
に
な
る
か
の
関
係
が
分
か
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
あ
え
て
、
提
案
す
る
な
ら
、
こ
の
ア
リ

ア
ケ
に
な
る
月
が
今
は
休
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
明
日
に
な
れ
ば
、
ア
カ
ツ
キ
の
空
に
ア
リ
ア
ケ
の

月
と
な
っ
て
、
人
の
旅
立
ち
を
送
る
時
間
、
条
件
が
整
う
か
ら
。
と
な
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
の
疑

問
を
感
じ
な
が
ら
、
提
案
し
て
お
く
。

五

本
稿
の
目
的
は
、
『
千
載
和
歌
集
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ア
カ
ツ
キ
、
ア
リ
ア
ケ
な
ど
を
私
見

に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
か
を
検
討
し
て
み
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の

意
味
で
は
、
『
千
載
和
歌
集
』
の
選
釈
と
で
も
命
名
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
こ

う
し
た
解
釈
を
重
ね
て
い
く
中
で
、
ア
カ
ツ
キ
な
ど
に
対
す
る
私
見
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
側
面

も
持
っ
て
い
た
。
概
ね
、
私
見
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
解
釈
が
出
来
る
、
い
や
、
よ
り
合
理
的
に

で
き
る
こ
と
は
述
べ
え
た
と
思
う
。
さ
ら
に
、
同
じ
ア
リ
ア
ケ
で
も
、
そ
の
ア
リ
ア
ケ
は
時
代
に

よ
っ
て
、
明
暗
の
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
と
い
う
問
題
点
な
ど
の
指
摘
で
き
た
と
考
え
る
。

注

（
１
）
細
田
恵
子
「
八
代
集
あ
り
あ
け
の
イ
メ
ー
ジ
」
（
一
九
七
四
年
『
文
学
史
研
究
〈
大
阪
市

立
大
学
〉
』

15号
）

（
２
）
拙
稿
「
ア
カ
ツ
キ
と
ヨ
ハ
」
（
拙
著
『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』
〈
二
○
○
二
年

和
泉
書
院

刊
〉
所
収
）

（
３
）
拙
稿
「
ア
ク
考
」（
拙
著
『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』〈
二
○
○
二
年
和
泉
書
院
刊
〉
所
収
）

（
４
）
拙
稿
「
コ
ヨ
ヒ
考
」（
拙
著
『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』〈
二
○
○
二
年
和
泉
書
院
刊
〉
所
収
）

（
５
）
「『
満
済
准
后
日
記
』
の
ア
カ
ツ
キ
」
を
予
定
し
て
い
る
。

（
６
）
拙
稿
「
日
付
変
更
時
点
と
ア
カ
ツ
キ
」（
拙
著
『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』〈
二
○
○
二
年
和

泉
書
院
刊
〉
所
収
）

（
７
）
拙
稿
「
ア
リ
ア
ケ
と
ア
ケ
グ
レ
」（
拙
著
『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』〈
二
○
○
二
年
和
泉
書

院
刊
〉
所
収
）

（
８
）
注
（
２
）
に
同
じ
。
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