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□

要

旨

﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
九
に
は
﹁
季
春
三
月
九
日
に
︑
出
挙
の
政
に
擬
り
て
︑
旧
江
村
に
行
く
︑
道
の
上
に
し
て
物
花
を
属
目
す
る
詠
︑
并
せ
て
興
中

に
作
る
所
の
歌
﹂
と
い
う
総
題
が
付
さ
れ
た
歌
群
︵
十
九
・
四
一
五
九
～
四
一
六
五
︶
が
あ
り
︑
大
伴
家
持
が
越
中
の
国
守
で
あ
っ
た
天
平
勝
宝

二
年
に
詠
ん
だ
歌
七
首
が
そ
れ
ぞ
れ
の
題
詞
と
共
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
当
該
歌
の
作
歌
契
機
に
な
っ
た
﹁
興
﹂
に
つ
い
て
は
様
々
に
指
摘
さ
れ

て
お
り
定
説
を
見
な
い
︒

本
稿
で
は
︑
歌
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
第
四
句
目
﹁
霧
立
ち
渡
れ
﹂
の
解
釈
を
論
じ
た
︒
結
果
︑
﹁
霧
立
ち
渡
れ
﹂
の
霧
は
︑
七
夕
歌
に
お

け
る
﹁
霧
﹂
の
用
例
か
ら
秋
の
景
物
で
あ
る
と
導
き
︑
渡
河
が
可
能
に
な
る
秋
の
景
物
を
求
め
る
態
度
と
位
置
づ
け
た
︒

前
年
︑
年
に
一
度
し
か
逢
え
な
い
と
い
う
七
夕
伝
説
の
男
女
が
負
う
制
約
は
︑
悲
劇
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
故
に
︑
人
の
口
に
語
り
継
が
れ
て
い

る
存
在
で
あ
る
と
家
持
は
歌
う
︒
年
に
一
度
と
定
め
ら
れ
た
逢
瀬
を
秋
に
関
連
付
か
せ
た
当
該
歌
は
︑
制
約
を
受
け
る
こ
と
で
語
り
継
が
れ
る
存

在
で
あ
る
こ
と
を
確
か
に
す
る
︒
こ
う
い
っ
た
態
度
は
︑
旅
人
の
使
用
語
句
や
憶
良
の
七
夕
歌
と
は
趣
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
旅
人
や
憶

良
と
は
違
う
も
の
を
詠
う
こ
と
に
こ
そ
﹁
興
﹂
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

万
葉
集

大
伴
家
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夕
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秋
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は

じ

め

に

予
め
作
る
七
夕
の
歌
一
首

妹
が
袖
我
枕
か
む
川
の
瀬
に
霧
立
ち
渡
れ
さ
夜
更
け
ぬ
と
に
︵
十
九
・
四
一
六
三
︶

本
文
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
に
依
る
︒
一
部
︑
私
に
改
め
た
︒

右
の
一
首
は
︑
大
伴
家
持
に
よ
っ
て
天
平
勝
宝
二
︵
七
五
〇
︶
年
三
月
に
作
ら
れ
た
︒
総
題
﹁
季
春
三
月
九
日
に
出
挙
の
政
に
擬
り
て
︑

旧
江
村
に
行
く
︑
道
の
上
に
し
て
物
花
を
属
目
す
る
詠
︑
并
せ
て
興
中
に
作
る
所
の
歌
﹂
と
あ
る
内
の
一
首
で
あ
る
︒
題
詞
に
は
︑
春
三

月
に
︑
秋
七
月
の
七
夕
を
題
材
に
﹁
予
作
﹂
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
総
題
の
も
と
に
は
︑
一
番
目
に
﹁
渋
谿
の
崎
に
過
り
︑
巌
の
上
の
樹
を
見
る
歌
一
首
﹂︵
十
九
・
四
一
五
九
︶︑
二
番
目
に
﹁
世
間

の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
一
首
﹂︵
四
一
六
〇
～
四
一
六
二
︶︑
三
番
目
に
秋
の
七
夕
を
題
材
に
し
た
﹁
予
め
作
る
七
夕
の
歌
一
首
﹂︵
四
一
六
三
︶

︵
以
下
︑
当
該
歌
︶︑
四
番
目
に
左
注
に
︑
山
上
憶
良
に
﹁
追
和
﹂
す
る
旨
が
記
さ
れ
た
﹁
勇
士
の
名
を
振
る
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
一
首
﹂

︵
四
一
六
四
～
四
一
六
五
︶
の
︑
四
つ
の
題
詞
と
七
首
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る

︵
１
︶

︒

こ
れ
ま
で
は
︑
個
々
の
歌
を
詠
ん
だ
総
題
の
﹁
興
﹂
を
め
ぐ
っ
て
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
︒
当
該
歌
で
は
︑
春
三
月
に
ま
だ
遠
い
秋
七

月
の
七
夕
を
詠
む
﹁
興
﹂
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

当
該
歌
は
︑
牽
牛
の
立
場
に
立
ち
︑
七
夕
当
夜
に
織
女
と
の
共
寝
を
望
み
︑
霧
を
求
め
る
歌
で
あ
る
︒
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
﹁
興
﹂
に
つ

い
て
は
︑
第
二
句
目
﹁
我
枕
か
む
﹂
が
家
持
の
父
・
旅
人
に
の
み
使
用
例
が
あ
り
︑﹃
古
典
文
学
大
系
﹄
は
旅
人
の
歌
︑

い
か
に
あ
ら
む
日
の
時
に
か
も
音
知
ら
む
人
の
膝
の
上
我
が
枕
か
む
︵
五
・
八
一
〇
︶
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を
挙
げ
︑
家
持
が
こ
の
頃
に
卷
五
を
読
ん
で
い
て
︑﹁
枕
か
む
﹂
の
語
に
興
味
を
誘
わ
れ
た
か
と
す
る
︒
橋
本
達
雄
氏

︵
２
︶

は
︑
同
じ
旅
人
の

歌
で
も
大
宰
府
か
ら
帰
京
の
折
に
詠
ん
だ
四
三
九
番
歌
︑

帰
る
べ
く
時
は
な
り
け
り
都
に
て
誰
が
手
本
を
か
我
が
枕
か
む
︵
三
・
四
三
九
︶

の
心
境
に
想
を
発
し
た
と
す
る
︒﹃
全
注
﹄︵
青
木
生
子
︶
は
︑
琴
が
人
間
の
女
に
変
じ
て
詠
う
八
一
〇
番
歌
よ
り
︑
亡
妻
挽
歌
と
称
さ
れ

る
四
三
九
番
歌
の
方
を
︑
前
歌
の
引
継
ぎ
か
ら
適
切
と
み
る
︒

一
方
︑
集
中
に
︑
家
持
に
次
い
で
多
く
の
七
夕
歌
を
載
せ
る
憶
良
の
歌
十
二
首
の
内
︑

彦
星
し
妻
迎
へ
舟
漕
ぎ
出
ら
し
天
の
川
原
に
霧
の
立
て
る
は
︵
八
・
一
五
二
七
︶

を
意
識
し
て
の
作
と
の
指
摘
も
あ
る
︵
﹃
集
成
﹄
︶︒
朝
比
奈
英
夫
氏

︵
３
︶

は
﹁﹁
世
間
無
常
﹂
と
い
う
宿
命
に
悲
嘆
を
深
め
て
ゆ
く
時
︑
家
持
の

心
に
は
妻
坂
上
大
嬢
に
対
す
る
押
さ
え
が
た
い
愛
情
が
沸
き
起
こ
っ
た
﹂
た
め
に
︑
そ
の
愛
情
が
︑
憶
良
へ
の
追
懐
と
し
て
﹁
七
夕
﹂
の

形
で
詠
ん
だ
の
だ
と
い
う
︒
鈴
木
武
晴
氏

︵
４
︶

は
︑
こ
の
歌
が
織
女
目
線
で
詠
っ
た
憶
良
の
歌
︑

天
の
川
浮
津
の
波
音
騒
く
な
り
我
が
待
つ
君
し
舟
出
す
ら
し
も
︵
八
・
一
五
二
九
︶

に
牽
牛
目
線
で
和
し
た
歌
で
あ
り
︑
七
夕
の
二
人
が
神
代
の
昔
か
ら
年
に
一
度
会
え
る
︑
と
い
う
視
点
が
あ
る
と
み
て
︑
﹁
家
持
は
妻
坂

上
大
嬢
と
の
愛
の
絆
が
無
常
と
い
う
宿
命
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
︑
い
つ
ま
で
も
二
人
を
つ
な
ぎ
留
め
て
く
れ
る
こ
と
を

願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
﹂
と
論
じ
た
︒﹃
全
解
﹄
は
︑﹁
坂
上
大
嬢
の
下
向
を
意
識
し
て
の
作
か
﹂
と
指
摘
す
る
︒

鉄
野
昌
弘
氏

︵
５
︶

は
︑
憶
良
の
影
響
を
認
め
つ
つ
も
︑
作
歌
時
す
で
に
坂
上
大
嬢
が
越
中
に
い
た
こ
と
か
ら
︑
男
女
の
恋
に
主
眼
が
あ
る
と

み
な
い
︒
題
詞
に
﹁
予
作
﹂
と
あ
る
こ
と
に
七
夕
を
待
ち
望
む
態
度
が
あ
る
と
し
て
︑
憶
良
が
︑
赴
任
先
の
大
宰
府
か
ら
帰
京
を
願
っ
て

七
夕
当
夜
に
秋
を
待
つ
七
夕
歌
を
詠
ん
だ
よ
う
に
︑
家
持
は
︑
春
に
秋
の
七
夕
を
歌
う
こ
と
で
越
中
か
ら
の
帰
京
が
早
く
到
来
す
る
こ
と

を
望
ん
だ
と
す
る
︒
七
夕
を
迎
え
た
牽
牛
は
︑
帰
京
を
待
つ
家
持
に
と
っ
て
羨
望
の
対
象
だ
と
述
べ
る
︒

大
伴
家
持
﹁
予
作
七
夕
歌
﹂
の
﹁
興
﹂
︵
井
口
︶
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﹁
我
︵
れ
︶
枕
か
む
﹂
は
︑
集
中
に
は
当
該
歌
の
他
に
前
述
し
た
父
・
旅
人
の
歌
二
首
︵
四
三
九
番
歌
・
八
一
〇
番
歌
︶
に
し
か
詠
わ
れ

て
い
な
い
︒
ま
た
︑
当
該
歌
の
前
に
置
か
れ
た
﹁
悲
世
間
無
常
歌
﹂
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
憶
良
の
﹁
世
間
の
住
み
難
き

こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌
﹂︵
五
・
八
〇
四
～
八
〇
五
︶
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
︒
当
該
歌
の
後
に
置
か
れ
た
﹁
慕
振
勇
士
之
名
歌
﹂
の
左
注

に
は
︑﹁
追
和
山
上
憶
良
臣
作
歌
﹂
と
憶
良
の
﹁
沈
痾
の
時
の
歌
﹂︵
六
・
九
七
八
︶
に
﹁
追
和
﹂
し
た
旨
が
し
る
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
歌

群
の
あ
り
方
か
ら
︑
や
は
り
当
該
歌
も
憶
良
の
影
響
下
に
お
か
れ
よ
う
︒

当
該
歌
の
語
句
や
配
置
が
︑
旅
人
と
憶
良
の
双
方
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
︑
ど
ち
ら
か
片
方
か
ら
の
み
の
影
響
と
捉
え
る

こ
と
は
難
し
い
︒
そ
こ
で
︑
第
三
・
四
句
目
﹁
川
の
瀬
に
霧
立
ち
渡
れ
﹂
に
注
目
し
た
い
︒
第
一
・
二
句
目
﹁
妹
が
袖
我
枕
か
む
﹂
が
旅

人
の
影
響
下
に
あ
る
な
ら
ば
︑
第
三
・
四
句
目
に
霧
の
発
生
を
求
め
る
と
詠
う
こ
と
の
意
味
が
︑
家
持
に
七
夕
歌
を
詠
わ
し
め
た
﹁
興
﹂

だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
第
三
・
四
句
目
﹁
川
の
瀬
に
霧
立
ち
渡
れ
﹂
と
霧
の
発
生
を
請
う
牽
牛
を
詠
ん
だ
意
図
を
明
ら
か
に
し
︑
家
持
が
春
三
月

に
秋
七
月
の
七
夕
を
詠
う
﹁
興
﹂
を
論
じ
た
い
︒

一
︑
諸

説

第
三
・
四
句
目
﹁
川
の
瀬
に
霧
立
ち
渡
れ
﹂
の
解
釈
に
は
二
つ
の
説
が
あ
る
︒

一
つ
は
︑
霧
が
恋
人
に
会
い
に
行
く
牽
牛
の
姿
を
隠
す
と
す
る
説
で
あ
る
︒
は
や
く
に
︑﹃
拾
穂
抄
﹄
が
﹁
天
河
の
霧
に
か
く
れ
妹
に

あ
は
ん
﹂
と
述
べ
︑﹃
代
匠
記
﹄
初
稿
本
が
﹁
霧
の
は
や
く
立
ち
わ
た
り
た
ら
は
そ
の
ま
き
れ
に
は
や
く
あ
は
む
な
り
﹂
と
説
い
た
︒
霧

に
紛
れ
る
と
い
う
の
は
︑﹁
人
目
を
避
け
よ
う
為
﹂︵
窪
田
﹃
評
釈
﹄
︶
で
あ
ろ
う
︒
以
降
の
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
が
︑
七
夕
の
二
人
が
逢
瀬

― 4―



の
時
に
現
実
の
男
女
の
よ
う
に
人
目
を
憚
る
の
だ
と
解
し
た
上
で
こ
の
説
を
採
る
︒

も
う
一
説
は
︑
霧
の
中
で
結
婚
が
行
わ
れ
る
と
す
る
説
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
日
本
神
話
に
由
来
す
る
︒
中
西
進
氏

︵
６
︶

は
︑
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ

コ
ト
と
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
歌
謡
﹁
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣

妻
籠
み
に
八
重
垣
作
る

そ
の
八
重
垣
を
﹂
の
︑
雲
に
包
ま
れ
る
中
で
結
婚

を
行
う
表
現
に
家
持
は
発
想
を
得
て
︑﹁
雲
﹂
を
﹁
霧
﹂
に
改
め
た
の
だ
と
い
う
︒
森
斌
氏

︵
７
︶

は
︑
霧
が
作
る
垣
根
を
﹁
結
婚
に
ふ
さ
わ
し

い
装
い
の
宮
殿
﹂
と
し
︑
霧
が
姿
を
隠
す
と
す
る
説
よ
り
も
適
当
だ
と
す
る

︵
８
︶

︒

前
者
の
説
で
は
︑﹃
全
註
釈
﹄
が
﹁
霧
立
チ
渡
レ
と
い
う
の
は
︑
変
わ
つ
た
希
望
で
︑
実
際
的
で
は
な
い
︒
天
の
川
に
霧
が
立
つ
と
い

う
歌
は
︑
舟
を
こ
ぐ
の
で
霧
が
立
つ
と
い
う
歌
が
あ
る
の
を
︑
そ
の
霧
の
方
だ
け
受
け
た
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
歌
に
な
つ
た
の
で
あ
る
﹂

と
述
べ
る
︒
こ
の
指
摘
は
︑
七
夕
歌
に
お
け
る
霧
は
舟
を
こ
ぐ
際
の
水
し
ぶ
き
と
し
て
詠
ま
れ
る
形
式
が
あ
り
︑
当
該
歌
の
霧
の
用
法
が

特
殊
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
︒
そ
し
て
︑﹃
全
歌
講
義
﹄
は
﹁
通
常
︑
川
に
立
つ
霧
は
舟
の
航
行
の
妨
げ
に
な
る
の
で
あ
る
が
︑

こ
こ
は
︑
人
目
を
し
の
ぶ
の
に
よ
い
と
見
立
て
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
﹂
と
︑
七
夕
歌
以
外
で
は
霧
が
渡
河
に
は
適
さ
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る
に
と
ど
ま
る
︒
当
該
歌
で
逢
瀬
の
た
め
に
渡
河
す
る
牽
牛
が
﹁
人
目
を
避
け
る
﹂
こ
と
を
望
む
態
度
は
地
上
の
男
女
の
恋
愛
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
︑
逢
瀬
が
渡
河
と
い
う
手
段
に
限
ら
れ
る
七
夕
伝
説
の
場
合
︑
そ
の
目
的
に
霧
が
適
し
て
い
る
こ
と
は

認
め
が
た
い
︒

一
方
︑
後
者
の
説
は
︑
七
夕
歌
に
は
﹁
霧
隠ご

も

る
﹂
女
を
詠
う
こ
と
が
あ
り
︑
霧
に
囲
ま
れ
た
共
寝
と
い
う
発
想
は
考
え
ら
れ
よ
う
︒
し

か
し
︑﹁
川
の
瀬
﹂
と
い
う
道
中
に
︑﹁
霧
立
ち
渡
れ
﹂
と
一
面
に
広
が
る
霧
を
詠
ん
だ
情
景
は
︑
川
向
う
に
居
る
織
女
と
の
結
婚
と
見
做

し
得
な
い
︒
第
五
句
目
﹁
さ
夜
更
け
ぬ
と
に
﹂
も
︑
七
夕
歌
で
は
﹁
夜
更
け
ぬ
間
に
﹂
の
語
句
で
︑
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
︑
相
手
と
の
逢

瀬
の
た
め
に
渡
河
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
︒︵
以
下
︑
太
字
・
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︶
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し
ば
し
ば
も
相
見
ぬ
君
を
天
の
川
舟
出
は
や
せ
よ
夜
の
更
け
ぬ
間
に

︵
十
・
二
〇
四
二

作
者
不
明
︶

女

風
吹
き
て
川
波
立
ち
ぬ
引
き
舟
に
渡
り
も
来
ま
せ
夜
の
更
け
ぬ
間
に

︵
十
・
二
〇
五
四

作
者
不
明
︶

女

天
の
川
波
は
立
つ
と
も
我
が
舟
は
い
ざ
漕
ぎ
出
で
む
夜
の
更
け
ぬ
間
に
︵
十
・
二
〇
五
九

作
者
不
明
︶

男

ど
ち
ら
の
解
釈
に
し
て
も
︑
他
の
七
夕
歌
に
は
み
ら
れ
な
い
霧
の
解
釈
で
あ
る
︒
鉄
野
氏
︵
前
掲
︶
は
︑
他
の
七
夕
歌
に
詠
ま
れ
る
霧

の
発
生
を
﹁
舟
を
こ
ぐ
の
で
霧
が
立
つ
﹂
と
解
釈
す
る
こ
と
を
﹁
必
ず
し
も
明
確
な
根
拠
を
持
た
な
い
﹂
と
し
て
︑﹁
霧
に
紛
れ
て
船
出

す
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
︒
嬬
問
い
は
密
か
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
年
に
一
度
の
二
星
の
逢
会
で

あ
っ
て
も
同
様
な
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
解
し
て
︑
当
該
歌
以
外
の
歌
も
人
目
を
避
け
る
た
め
の
霧
と
解
釈
し
︑
独
立
し
た
歌
と
み
な
く
て
も

良
い
と
い
う
︒

当
該
歌
は
第
一
・
二
句
目
に
相
手
と
の
共
寝
を
志
向
し
た
結
果
︑
第
三
・
四
句
目
﹁
川
の
瀬
に
霧
立
ち
渡
れ
﹂
と
道
中
に
霧
の
発
生
を

求
め
る
︒
こ
の
歌
い
ぶ
り
は
︑
霧
が
発
生
す
る
こ
と
で
︑
渡
河
︑
そ
の
後
の
相
手
と
の
共
寝
が
成
就
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
︒

こ
の
霧
と
渡
河
の
繋
が
り
は
︑
一
般
的
に
霧
が
妨
げ
と
な
る
地
上
の
渡
河
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
渡
河
と
霧
を
詠
む
歌
が
多
く

見
ら
れ
る
七
夕
歌
全
体
の
霧
へ
の
理
解
の
上
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
ろ
う
︒
次
節
以
降
︑
七
夕
歌
に
お
け
る
霧
を
検
討
す
る
︒

二
︑
七
夕
の
霧

当
該
歌
の
よ
う
に
﹁
霧
﹂
が
﹁
立
ち
渡
る
﹂
と
詠
う
歌
は
集
中
十
首
︵
七
夕
歌
に
六
首
︶
あ
り
︑

や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の

高
知
ら
す
吉
野
の
宮
は

た
た
な
づ
く
青
垣
隠
り

川
な
み
の
清
き
河
内
そ

春
へ
に
は
花
咲
き
を
を

り

秋
へ
に
は
霧
立
ち
渡
る
⁝
⁝
︵
六
・
九
二
三

山
部
宿
祢
赤
人
︶
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秋
の
夜
の
霧
立
ち
渡
り
お
ほ
ほ
し
く
夢
に
そ
見
つ
る
妹
が
姿
を
︵
十
・
二
二
四
一

人
麻
呂
歌
集
︶

の
よ
う
に
秋
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
る
︒﹁
霧
﹂
だ
け
で
は
集
中
に
六
十
六
例
あ
り
︑
七
夕
歌
に
は
当
該
歌
を
除
け
ば
十
一
首
に
詠
ま
れ

て
い
る
︒
発
生
状
況
別
に
挙
げ
︑
作
者
・
出
典
名
︑
誰
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
か
を
﹃
集
成
﹄
を
参
考
に
記
す
︒
以
下
︑
七
夕
歌
に
は

通
し
番
号
を
付
す
︒

Ａ
渡
河

︱
ａ

男
が
船
出
し
た
兆
し

１

彦
星
し
妻
迎
へ
舟
漕
ぎ
出
ら
し
天
の
川
原
に
霧
の
立
て
る
は

︵
八
・
一
五
二
七

山
上
憶
良
︶

第
三
者

２

天
の
川
霧
立
ち
渡
る
今
日
今
日
と
我
が
待
つ
君
し
舟
出
す
ら
し
も

︵
九
・
一
七
六
五

作
者
未
詳
︶

女

３

君
が
舟
今
漕
ぎ
来
ら
し
天
の
川
霧
立
ち
渡
る
こ
の
川
の
瀬
に

︵
十
・
二
〇
四
五

作
者
不
明
︶

女

４

天
の
川
八
十
瀬
霧
ら
へ
り
彦
星
の
時
待
つ
舟
は
今
し
漕
ぐ
ら
し

︵
十
・
二
〇
五
三

作
者
不
明
︶

第
三
者

５

天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
天
の
川
霧
立
ち
渡
る
君
は
来
ぬ
ら
し

︵
十
・
二
〇
六
八

作
者
不
明
︶

女
︵
９
︶

︱
ｂ

渡
河
の
様
子

６

天
の
川
霧
立
ち
渡
り
彦
星
の
梶
の
音
聞
こ
ゆ
夜
の
更
け
行
け
ば

︵
十
・
二
〇
四
四

作
者
不
明
︶

第
三
者

Ｂ
秋
の
景
物

７

ぬ
ば
た
ま
の
夜
霧
に
隠
り
遠
く
と
も
妹
が
伝
へ
は
早
く
告
げ
こ
そ

︵
十
・
二
〇
〇
八

人
麻
呂
歌
集
︶

男

８

秋
さ
れ
ば
川
霧
立
て
る
天
の
川
川
に
向
き
居
て
恋
ふ
る
夜
そ
多
き

︵
十
・
二
〇
三
〇

人
麻
呂
歌
集
︶

女

９

年
に
あ
り
て
今
か
ま
く
ら
む
ぬ
ば
た
ま
の
夜
霧
隠
れ
る
遠
妻
の
手
を
︵
十
・
二
〇
三
五

作
者
不
明
︶

第
三
者

10

天
の
川
霧
立
ち
上
る
織
女
の
雲
の
衣
の
反
る
袖
か
も

︵
十
・
二
〇
六
三

作
者
不
明
︶

第
三
者

大
伴
家
持
﹁
予
作
七
夕
歌
﹂
の
﹁
興
﹂
︵
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口
︶
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11

秋
さ
れ
ば
霧
立
ち
渡
る
天
の
川
石
並
み
置
か
ば
継
ぎ
て
見
む
か
も

︵
二
十
・
四
三
一
〇

家
持
︶

第
三
者

霧
は
︑
発
生
状
況
に
注
目
す
る
と
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒

Ａ
は
︑
渡
河
の
際
に
霧
が
起
こ
る
と
詠
う
歌
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
Ａ
︱
ａ
は
霧
が
起
き
た
こ
と
を
相
手
の
船
出
と
関
連
付
け
る
︒
山

上
憶
良
が
詠
む
１
は
︑
天
の
川
に
霧
が
立
ち
込
め
て
い
る
の
を
見
て
牽
牛
が
船
出
を
し
た
の
だ
と
推
量
す
る
︒
２
か
ら
５
も
同
じ
形
式

で
︑
織
女
︑
ま
た
は
第
三
者
が
霧
を
認
め
た
こ
と
で
牽
牛
の
船
出
を
推
量
す
る
︒
Ａ
︱
ａ
の
霧
は
︑
舟
を
こ
ぐ
際
の
﹁
水
し
ぶ
き
﹂
に
解

さ
れ
て
い
る
︒
は
や
く
に
︑
１
の
霧
を
﹃
古
義
﹄
が
﹁
天
川
原
に
き
り
の
た
て
る
は
︑
彦
星
の
織
女
を
迎
る
舟
を
こ
ぎ
ゆ
く
さ
わ
き
に
︑

水
霧
立
る
な
ら
む
︑
と
い
ふ
べ
し
﹂
と
述
べ
︑
水
し
ぶ
き
に
見
立
て
た
︒
こ
れ
は
︑
雨
を
水
し
ぶ
き
に
見
立
て
た
歌
︑

12

こ
の
夕
降
り
来
る
雨
は
彦
星
の
は
や
漕
ぐ
舟
の
櫂
の
散
り
か
も

︵
十
・
二
〇
五
二

作
者
不
明
︶

第
三
者

を
念
頭
に
お
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
待
つ
側
︵
織
女
︶
が
︑
根
拠
に
基
づ
い
た
確
信
の
あ
る
推
量
を
意
味
す
る
助
動
詞
﹁
ら
し
﹂
を
用
い
て
詠
う
こ
と
が
共
通
す
る
︒

内
田
賢
德
氏

︵
10
︶

は
︑
霧
が
﹁
櫂
の
し
ず
く
が
天
の
川
の
霧
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
在
的
﹂
な
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
︑
霧
が
立
つ
こ
と
と
相

手
が
舟
出
を
し
た
こ
と
が
﹁
必
然
的
な
あ
り
方
﹂
と
し
て
詠
ま
れ
た
﹁
原
因

︱

結
果
﹂
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
れ
も
︑
霧
が
舟

を
こ
ぐ
際
の
水
し
ぶ
き
に
﹁
見
立
て
る
﹂
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
よ
う
︒

Ａ
︱
ｂ
は
︑
渡
河
の
際
に
霧
が
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
︒
６
は
︑
第
三
者
の
立
場
で
︑
夜
が
更
け
た
の
で
霧
の
向
こ
う
か
ら
牽
牛
の
舟
を

漕
ぐ
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
詠
う
︒﹃
古
義
﹄
が
﹁
彦
星
が
舟
を
出
し
て
漕
往
と
見
え
て
︑
そ
の
榜
檝
の
は
じ
き
に
︑
天
河
の
水
が
水
霧

立
て
︑
楫
の
音
聞
ゆ
︑
と
な
り
﹂
と
述
べ
︑
Ａ
︱
ａ
と
同
じ
く
水
し
ぶ
き
と
す
る
説
と
し
た
︒
し
か
し
︑
佐
佐
木
﹃
評
釈
﹄
が
﹁
い
か
に

も
そ
の
趣
に
詠
ん
だ
歌
も
あ
る
が
︑
さ
り
と
て
天
の
河
の
霧
は
儘
く
さ
う
で
あ
る
と
考
へ
る
の
は
拘
泥
も
甚
だ
し
い
︒
且
︑
今
こ
の
歌
で

も
︑
普
通
の
霧
と
見
た
方
が
︑
少
な
く
と
も
情
景
が
自
然
で
︑
細
工
が
無
い
だ
け
趣
は
深
い
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
自
然
現
象
と
し
て
の
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霧
と
み
ら
れ
て
い
る
︒

Ｂ
で
は
︑
Ａ
と
異
な
り
︑
渡
河
に
関
係
な
く
自
然
現
象
の
霧
が
詠
ま
れ
る
︒
７
︑
８
︑
11
は
牽
牛
と
織
女
を
隔
て
る
天
の
川
に
か
か
る

霧
が
詠
ま
れ
る
︒
７
は
︑
霧
に
囲
ま
れ
て
姿
が
見
え
な
い
相
手
か
ら
の
伝
言
を
待
ち
焦
が
れ
︑
８
は
︑
秋
に
な
っ
て
霧
が
立
つ
天
の
川
を

挟
ん
で
七
夕
当
夜
を
待
ち
焦
が
れ
る
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
11
は
︑
や
は
り
秋
に
な
っ
て
霧
が
立
っ
た
天
の
川
を
障
害
と
見
る
が
︑
そ

こ
に
石
を
並
べ
て
置
い
た
ら
連
日
逢
瀬
が
出
来
る
だ
ろ
う
と
詠
う
︒
８
︑
11
は
天
の
川
に
固
有
の
景
色
と
し
て
霧
を
詠
み
︑
渡
河
す
る
天

の
川
の
景
色
と
し
て
詠
う
Ａ
︱
ｂ
に
近
い
︒
９
は
︑
第
三
者
目
線
か
ら
の
歌
で
︑
霧
に
隠
さ
れ
た
女
と
共
寝
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
詠
う
︒

７
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
10
は
霧
を
織
女
の
衣
の
袖
に
見
立
て
て
お
り
︑
中
国
の
漢
詩
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

︵
11
︶

︒

Ａ
に
詠
ま
れ
た
霧
は
︑
い
ず
れ
も
渡
河
に
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
︑
Ａ
︱
ａ
で
は
霧
か
ら
渡
河
が
推
量
さ
れ
る
程
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
し
一
方
で
Ｂ
で
は
︑﹁
秋
さ
れ
ば
﹂
と
あ
く
ま
で
も
秋
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
る
︒
霧
と
渡
河
と
の
関
連
付
け
も
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
霧
と
渡
河
を
関
連
付
け
て
詠
う
の
は
︑
待
つ
側
か
︑
眺
め
る
第
三
者
で
あ
り
︑
当
事
者
︵
渡
河
す
る
男
︶
に
と
っ
て
は
︑
Ｂ
に
詠

わ
れ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
渡
河
を
意
味
し
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
霧
﹂
と
同
様
の
用
法
は
︑
七
夕
歌
の
﹁
波
﹂
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

13

天
の
川
浮
津
の
波
音
騒
く
な
り
我
が
待
つ
君
し
舟
出
す
ら
し
も

︵
八
・
一
五
二
九

山
上
憶
良
︶

女

14

天
の
川
白
波
高
し
我
が
恋
ふ
る
君
が
舟
出
は
今
し
す
ら
し
も

︵
十
・
二
〇
六
一

作
者
不
明
︶

女

波
の
状
態
か
ら
相
手
が
訪
れ
る
兆
し
と
し
た
時
に
︑﹁
ら
し
﹂
を
用
い
て
詠
う

︵
12
︶

︒
推
量
さ
れ
る
の
は
相
手
の
船
出
で
あ
る
が
︑
13
は
波

の
音
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
で
︑
14
は
波
が
荒
い
こ
と
か
ら
推
量
す
る
の
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
舟
を
待
つ
側
︵
織
女
︶
に
立
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
波
が
立
つ
の
を
相
手
の
船
出
に
よ
る
と
す
る
︒

霧
と
同
様
に
︑
波
も
渡
河
を
意
味
し
な
い
場
合
が
あ
る
︒
そ
の
場
合
に
は
︑
波
は
逢
瀬
を
し
た
い
男
女
の
障
害
と
し
て
詠
ま
れ
る
︒
七

大
伴
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﹁
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夕
歌
の
中
で
波
は
十
二
例
詠
ま
れ
る
が
︑
そ
の
中
で
逢
瀬
の
障
害
と
し
て
詠
ま
れ
た
八
例
を
挙
げ
る
︒

15

天
の
川
い
と
川
波
は
立
た
ね
ど
も
さ
も
ら
ひ
難
し
近
き
こ
の
瀬
を

︵
八
・
一
五
二
四

山
上
憶
良
︶

男

16

彦
星
と
織
女
と
今
夜
逢
ふ
天
の
川
門
に
波
立
つ
な
ゆ
め

︵
十
・
二
〇
四
〇

作
者
不
明
︶

第
三
者

17

秋
風
に
川
波
立
ち
ぬ
し
ま
し
く
は
八
十
の
舟
津
に
み
舟
留
め
よ

︵
十
・
二
〇
四
六

作
者
不
明
︶

女
・
第
三
者

18

風
吹
き
て
川
波
立
ち
ぬ
引
き
舟
に
渡
り
も
来
ま
せ
夜
の
更
け
ぬ
間
に

︵
十
・
二
〇
五
四

作
者
不
明
︶

女

19

年
に
装
ふ
我
が
舟
漕
が
む
天
の
川
風
は
吹
く
と
も
波
立
つ
な
ゆ
め

︵
十
・
二
〇
五
八

作
者
不
明
︶

男

20

天
の
川
波
は
立
つ
と
も
我
が
舟
は
い
ざ
漕
ぎ
出
で
む
夜
の
更
け
ぬ
間
に
︵
十
・
二
〇
五
九

作
者
不
明
︶

男

21

天
の
川
瀬
々
に
白
波
高
け
ど
も
直
渡
り
来
ぬ
待
た
ば
苦
し
み

︵
十
・
二
〇
八
五

作
者
不
明
︶

男

15
は
︑
さ
ほ
ど
川
波
が
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
渡
り
難
い
こ
と
を
嘆
く
︒
波
が
立
つ
状
況
で
は
渡
り
難
い
こ
と
が
前
提
に

あ
ろ
う
︒
16
は
︑
第
三
者
の
視
点
で
牽
牛
と
織
女
の
逢
瀬
の
た
め
に
波
よ
立
つ
な
と
詠
う
︒
17
は
︑
波
が
立
っ
て
渡
河
が
難
し
い
の
で
︑

し
ば
ら
く
港
に
船
を
止
め
る
よ
う
に
と
の
歌
で
あ
る
︒
18
は
︑
波
が
立
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
舟
を
引
か
せ
て
渡
っ
て
来
て
下
さ
い
と
詠

う
︒
19
は
︑
七
夕
当
夜
︑
風
は
吹
い
て
も
よ
い
が
︑
波
は
立
っ
て
く
れ
る
な
と
詠
っ
て
お
り
︑
波
が
立
つ
こ
と
で
渡
河
が
出
来
な
い
こ
と

が
わ
か
る
︒
普
通
な
ら
ば
波
が
立
て
ば
危
険
に
な
る
た
め
︑
船
出
す
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
敢
え
て
出
立
す
る
と
い
う
︒

20
21
も
同
様
に
︑
波
が
立
つ
こ
と
で
渡
河
が
困
難
に
な
る
事
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
渡
河
す
る
こ
と
で
相
手
へ
の
恋
情
の

激
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
波
が
渡
河
の
障
害
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
︒

波
が
秋
の
七
夕
歌
に
詠
ま
れ
る
に
は
︑
17
18
に
詠
わ
れ
た
よ
う
に
風
に
よ
っ
て
波
が
立
つ
こ
と
が
起
因
し
よ
う
︒
波
が
風
に
よ
っ
て
起

こ
る
こ
と
は
︑
七
夕
歌
以
外
に
も
し
ば
し
ば
詠
わ
れ
る
︒

風
を
い
た
み
沖
つ
白
波
高
か
ら
し
海
人
の
釣
舟
浜
に
帰
り
ぬ

︵
三
・
二
九
四
︶
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風
吹
け
ば
波
か
立
た
む
と
さ
も
ら
ひ
に
都
太
の
細
江
に
浦
隠
り
居
り

︵
六
・
九
四
五
︶

島
回
す
と
磯
に
見
し
花
風
吹
き
て
波
は
寄
す
と
も
取
ら
ず
は
止
ま
じ

︵
七
・
一
一
一
七
︶

⁝
⁝
新
治
の
鳥
羽
の
淡
海
も

秋
風
に
白
波
立
ち
ぬ

筑
波
嶺
の
良
け
く
を
見
れ
ば

長
き
日
に
思
ひ
積
み
来
し

憂
へ
は
止
み
ぬ

︵
九
・
一
七
五
七
︶

あ
し
ひ
き
の
山
路
は
行
か
む
風
吹
け
ば
波
の
さ
さ
ふ
る
海
路
は
行
か
じ
︵
十
三
・
三
三
三
八
︶

英
遠
の
浦
に
寄
す
る
白
波
い
や
増
し
に
立
ち
し
き
寄
せ
来
あ
ゆ
を
い
た
み
か
も
︵
十
八
・
四
〇
九
三
︶

次
の
歌
は
︑
風
に
よ
っ
て
波
が
立
つ
こ
と
を
前
提
と
し
て
歌
に
詠
む
例
で
あ
る
︒

秋
風
は
継
ぎ
て
な
吹
き
そ
海
の
底
沖
な
る
玉
を
手
に
巻
く
ま
で
に

︵
七
・
一
三
二
七
︶

風
吹
か
ぬ
浦
に
波
立
ち
な
か
る
名
を
我
は
負
へ
る
か
逢
ふ
と
は
な
し
に
︿
一
に
云
ふ
﹁
女
と
思
ひ
て
﹂﹀︵
十
一
・
二
七
二
六
︶

前
者
は
︑
海
底
の
玉
を
手
に
入
れ
る
ま
で
は
波
が
立
つ
か
ら
続
け
て
風
よ
吹
く
な
と
詠
い
︑
後
者
は
︑
風
が
吹
か
な
い
海
岸
に
波
が
立

つ
こ
と
を
︑
身
に
覚
え
の
な
い
噂
が
立
つ
こ
と
へ
の
例
え
と
し
て
詠
う
︒

風
に
よ
っ
て
波
が
起
こ
る
関
係
が
成
立
し
て
い
た
時
︑
風
に
注
目
す
る
季
節
に
は
一
層
︑
波
と
の
結
び
つ
き
は
強
く
な
ろ
う
︒
集
中

﹁
風
﹂
の
用
例
一
六
二
例
の
内
︑﹁
秋
風
﹂
は
五
三
例
︒
二
例
し
か
な
い
﹁
春
風
﹂
と
比
べ
て
も
︑
景
物
と
し
て
秋
の
﹁
風
﹂
が
歌
語
と
し

て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
次
に
挙
げ
た
歌
の
よ
う
に
︑
七
夕
を
彩
る
秋
の
景
物
と
し
て
︑
秋
風
に
よ
っ
て

立
つ
波
が
詠
ま
れ
る
の
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

22

⁝
⁝
は
た
す
す
き
本
葉
も
そ
よ
に

秋
風
の
吹
き
来
る
夕
に

天
の
川
白
波
凌
ぎ

落
ち
激
つ
早
瀬
渡
り
て

若
草
の
妻
が
手
ま
く

と

大
船
の
思
ひ
頼
み
て

漕
ぎ
来
ら
む
そ
の
夫
の
子
が

あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く

思
ひ
来
し
恋
尽
く
す
ら
む

七
月
の
七
日

の
夕
は

我
も
悲
し
も
︵
十
・
二
〇
八
九

作
者
不
明
︶

第
三
者

大
伴
家
持
﹁
予
作
七
夕
歌
﹂
の
﹁
興
﹂
︵
井
口
︶
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述
べ
た
よ
う
に
︑
七
夕
歌
に
お
い
て
秋
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
る
霧
と
波
は
渡
河
で
き
な
い
意
味
で
用
い
る
方
が
通
常
の
発
想
で
あ
ろ

う
︒
七
夕
の
男
女
の
逢
瀬
が
︑
地
上
の
男
女
に
倣
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
︑
な
お
さ
ら
相
手
と
の
逢
瀬
の
障
害
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
︒
Ａ
︱
ａ
や
13
14
の
よ
う
に
﹁
相
手
の
訪
れ
の
兆
し
﹂
と
詠
う
に
は
︑
霧
や
波
か
ら
﹁
渡
河
﹂
を
推
量
す
る
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
形
は
︑
共
寝
の
た
め
に
霧
を
求
め
た
当
該
歌
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
︒

三
︑
七
夕
的
表
現
と
し
て
の
渡
河

相
手
が
渡
河
し
た
兆
し
を
詠
う
歌
に
は
︑
霧
や
波
が
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
が
﹁
渡
河
﹂
し
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
推
量
が
詠

わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
逢
瀬
に
際
し
て
は
︑
七
夕
の
男
女
に
は
伝
説
に
基
づ
く
制
約
が
あ
る
︒

23

袖
振
ら
ば
見
も
か
は
し
つ
べ
く
近
け
ど
も
渡
る
す
べ
な
し
秋
に
し
あ
ら
ね
ば
︵
八
・
一
五
二
五

山
上
憶
良
︶

男

24

我
が
待
ち
し
秋
は
来
り
ぬ
妹
と
我
と
何
事
あ
れ
そ
紐
解
か
ざ
ら
む

︵
十
・
二
〇
三
六

作
者
不
明
︶

男

25

年
の
恋
今
夜
尽
く
し
て
明
日
よ
り
は
常
の
ご
と
く
や
我
が
恋
ひ
居
ら
む

︵
十
・
二
〇
三
七

作
者
不
明
︶

男

26

天
の
川
川
門
に
居
り
て
年
月
を
恋
ひ
来
し
君
に
今
夜
逢
へ
る
か
も

︵
十
・
二
〇
四
九

作
者
不
明
︶

女

27

月
重
ね
我
が
思
ふ
妹
に
逢
へ
る
夜
は
今
し
七
夜
を
継
ぎ
こ
せ
ぬ
か
も

︵
十
・
二
〇
五
七

作
者
不
明
︶

男

28

月
日
選
り
逢
ひ
て
し
あ
れ
ば
別
れ
ま
く
惜
し
か
る
君
は
明
日
さ
へ
も
が
も

︵
十
・
二
〇
六
六

作
者
不
明
︶

女

29

渡
り
守
舟
は
や
渡
せ
一
年
に
二
度
通
ふ
君
に
あ
ら
な
く
に

︵
十
・
二
〇
七
七

作
者
不
明
︶

女

30

天
地
の
初
め
の
時
ゆ

天
の
川
い
向
か
ひ
居
り
て

一
年
に
二
度
逢
は
ぬ

妻
恋
に
物
思
ふ
人

天
の
川
安
の
川
原
の

あ
り
通
ふ
出
で

の
渡
り
に

そ
ほ
舟
の
艫
に
も
舳
に
も

舟
装
ひ
ま
梶
し
じ
貫
き

は
た
す
す
き
本
葉
も
そ
よ
に

秋
風
の
吹
き
来
る
夕
に

天
の
川
白
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波
凌
ぎ

落
ち
激
つ
早
瀬
渡
り
て

若
草
の
妻
が
手
ま
く
と

大
船
の
思
ひ
頼
み
て

漕
ぎ
来
ら
む
そ
の
夫
の
子
が

あ
ら
た
ま
の
年
の

緒
長
く

思
ひ
来
し
恋
尽
く
す
ら
む

七
月
の
七
日
の
夕
は

我
も
悲
し
も

︵
十
・
二
〇
八
九

作
者
不
明
︶

第
三
者

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
︑
七
夕
伝
説
の
二
人
は
︑
逢
瀬
が
許
さ
れ
て
い
る
の
は
七
月
七
日
当
夜
︵
25
～
30
︶
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
の
時
に
は

相
手
が
い
る
対
岸
へ
渡
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
︵
23
︑
24
︶
こ
と
が
わ
か
る
︒
地
上
の
恋
人
た
ち
で
あ
れ
ば
一
年
を
通
し
て
適
用
さ
れ

る
逢
瀬
も
︑
七
夕
伝
説
の
男
女
に
は
七
月
七
日
の
一
夜
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
秋
の
逢
瀬
を
詠
う
こ
と
が
︑
七
夕
を
指
す
七

夕
的
表
現
と
し
て
︑
歌
の
中
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

逢
瀬
が
秋
七
月
七
日
に
し
か
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
︑
逢
瀬
の
手
段
で
あ
る
渡
河
も
同
様
に
七
夕
的
表
現
に
な
ろ
う
︒
秋
と
い
う
季
節

と
渡
河
を
詠
う
こ
と
で
︑
七
夕
歌
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
伝
説
の
一
部
を
季
節
と
結
び
つ
け
る
方
法
は
︑
七

夕
歌
が
万
葉
集
に
﹁
伝
説
を
歌
う
歌
や
恋
の
歌
で
は
な
く
︑
初
秋
と
い
う
季
節
を
歌
う
歌
﹂

︵
13
︶

と
し
て
定
着
し
た
面
か
ら
も
導
く
こ
と
が
で

き
よ
う
︒

霧
や
波
を
﹁
相
手
の
訪
れ
の
兆
し
﹂
と
す
る
歌
が
︑
根
拠
に
基
づ
く
確
信
あ
る
推
量
の
助
動
詞
﹁
ら
し
﹂
を
用
い
て
詠
わ
れ
て
い
た
こ

と
も
︑
秋
の
景
物
か
ら
秋
に
だ
け
可
能
な
﹁
渡
河
﹂︵
相
手
の
確
実
な
来
訪
︶
を
推
量
し
た
形
で
あ
れ
ば
︑
季
節
歌
に
類
歌
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
︒

娘
子
ら
に
行
き
あ
ひ
の
早
稲
を
刈
る
時
に
な
り
に
け
ら
し
も
萩
の
花
咲
く

︵
十
・
二
一
一
七
︶

こ
の
こ
ろ
の
秋
風
寒
し
萩
の
花
散
ら
す
白
露
置
き
に
け
ら
し
も

︵
十
・
二
一
七
五
︶

黄
葉
す
る
時
に
な
る
ら
し
月
人
の
桂
の
枝
の
色
付
く
見
れ
ば

︵
十
・
二
二
〇
二
︶

そ
れ
ぞ
れ
︑
季
節
の
景
物
を
認
め
た
こ
と
で
︑
季
節
を
同
じ
く
す
る
別
の
景
物
を
﹁
ら
し
﹂
を
用
い
て
推
量
す
る
形
で
あ
る

︵
14
︶

︒
こ
の
形

を
認
め
る
の
な
ら
ば
︑
４
の
歌
に
﹃
総
釈
﹄︵
安
藤
正
次
︶
が
︑

大
伴
家
持
﹁
予
作
七
夕
歌
﹂
の
﹁
興
﹂
︵
井
口
︶
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此
の
歌
に
つ
い
て
も
︑
彦
星
の
漕
ぐ
船
の
櫂
の
飛
沫
が
霧
と
立
つ
の
で
あ
る
と
い
ふ
説
が
︑
普
通
で
あ
る
︒
一
應
は
︑
そ
れ
で
よ
い
︒

し
か
し
︑
な
ほ
考
へ
る
と
︑
八
十
瀬
を
︑
川
の
流
れ
を
横
に
見
た
場
合
と
し
て
も
︑
八
十
瀬
が
霧
合
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
無
理
が
あ
る

や
う
で
あ
り
︑﹁
時
待
つ
船
﹂
と
い
ふ
語
と
の
関
係
も
︑
は
つ
き
り
し
な
い
や
う
で
あ
る
︒
二
〇
四
四
の
歌
と
對
照
し
て
み
る
に
︑

天
の
河
に
霧
が
立
つ
頃
を
見
は
か
ら
つ
て
彦
星
が
川
を
わ
た
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
︒
さ
う
見
る

と
︑
霧
合
ふ
と
い
ふ
こ
と
と
時
待
つ
船
が
今
榜
ぐ
と
い
ふ
こ
と
が
︑
ぴ
つ
た
り
あ
ふ
や
う
に
思
は
れ
る
︒

と
述
べ
た
の
が
当
た
っ
て
い
る
︒
霧
の
発
生
と
七
月
七
日
に
限
定
さ
れ
て
い
る
渡
河
は
︑
秋
と
い
う
季
節
に
よ
っ
て
関
連
付
け
ら
れ
る
︒

七
夕
歌
で
秋
を
待
つ
牽
牛
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
︑
や
は
り
渡
河
と
秋
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
︒

31

天
の
川
安
の
渡
り
に
舟
浮
け
て
秋
立
つ
待
つ
と
妹
に
告
げ
こ
そ

︵
十
・
二
〇
〇
〇

人
麻
呂
歌
集
︶

男

32

天
地
と
分
れ
し
時
ゆ
己
が
妻
し
か
く
ぞ
離
れ
て
あ
る
秋
待
つ
我
は
︵
十
・
二
〇
〇
五

人
麻
呂
歌
集
︶

男

33

我
が
待
ち
し
秋
は
来
り
ぬ
妹
と
我
と
何
事
あ
れ
そ
紐
解
か
ざ
ら
む
︵
十
・
二
〇
三
六

作
者
不
明
︶

男

一
日
千
秋
の
思
い
で
秋
を
待
つ
牽
牛
は
︑
秋
の
景
物
に
よ
っ
て
渡
河
を
許
さ
れ
た
七
月
七
日
を
知
る
︒

34

天
の
川
水
陰
草
の
秋
風
に
な
び
か
ふ
見
れ
ば
時
は
来
に
け
り

︵
十
・
二
〇
一
三

人
麻
呂
歌
集
︶

男

35

我
が
待
ち
し
秋
萩
咲
き
ぬ
今
だ
に
も
に
ほ
ひ
に
行
か
な
彼
方
人
に
︵
十
・
二
〇
一
四

人
麻
呂
歌
集
︶

男

36

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

︵
十
・
二
〇
一
六

人
麻
呂
歌
集
︶

男

37

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

︵
二
十
・
四
三
〇
六

家
持
︶

男

い
ず
れ
も
渡
河
す
る
牽
牛
の
立
場
に
立
っ
た
歌
だ
が
︑
Ａ
︱
ａ
と
13
14
に
詠
わ
れ
た
牽
牛
を
待
つ
織
女
側
も
同
様
で
あ
る
︒
牽
牛
が
秋

風
や
秋
萩
に
よ
っ
て
渡
河
で
き
る
時
を
知
る
よ
う
に
︑
川
面
を
見
つ
め
る
織
女
も
︑
秋
の
景
物
で
あ
る
霧
の
発
生
や
波
に
秋
に
し
か
許
さ

れ
な
い
渡
河
を
推
量
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
確
信
を
持
ち
つ
つ
も
推
量
で
詠
う
と
こ
ろ
に
︑
霧
や
波
を
障
害
と
み
る
渡
河
の
当
事
者
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で
は
な
い
︑
織
女
や
第
三
者
の
立
場
に
立
っ
た
歌
ら
し
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

船
出
す
る
牽
牛
の
立
場
に
立
っ
た
当
該
歌
は
︑
34
35
36
の
よ
う
に
秋
の
景
物
を
感
知
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
秋
を
知
り
︑
渡
河
を
志
向
す

る
形
と
重
な
る
︒
異
な
る
の
は
︑
他
の
七
夕
歌
は
景
物
を
感
知
す
る
こ
と
で
相
手
の
元
へ
訪
れ
よ
う
と
い
う
心
の
推
移
で
あ
る
の
に
対
し

て
︑
当
該
歌
は
︑
ま
ず
第
一
・
二
句
目
で
逢
瀬
を
志
向
し
︑
渡
河
の
た
め
に
秋
の
景
物
を
求
め
る
よ
う
に
詠
む
点
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
に
は
︑

逢
瀬
を
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
の
ま
ま
に
渡
河
を
目
指
す
の
で
は
な
く
︑
一
年
の
内
で
渡
河
を
許
さ
れ
た
秋
に
逢
瀬
し
よ
う
と
い
う
態
度

が
あ
る
︒

そ
の
態
度
は
︑
命
令
形
で
詠
わ
れ
る
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
︒
末
四
巻
の
家
持
の
歌
に
見
ら
れ
る
命
令
形
の
内
の
景
物
︑
夏
の
鳥
ほ

と
と
ぎ
す
に
対
し
て
命
令
す
る
歌
に
は
︑
以
下
の
特
徴
が
あ
る
︒

ａ

ほ
と
と
ぎ
す
こ
よ
鳴
き
渡
れ
燈
火
を
月
夜
に
な
そ
へ
そ
の
影
も
見
む
︵
十
八
・
四
〇
五
四
︶

ｂ

卯
の
花
の
咲
く
月
立
ち
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
と
よ
め
よ
含
み
た
り
と
も
︵
十
八
・
四
〇
六
六
︶

ｃ

⁝
⁝
う
ら
悲
し
春
し
過
ぐ
れ
ば

ほ
と
と
ぎ
す
い
や
し
き
鳴
き
ぬ

ひ
と
り
の
み
聞
け
ば
さ
ぶ
し
も

君
と
我
と
隔
て
て
恋
ふ
る

礪
波

山
飛
び
越
え
行
き
て

明
け
立
た
ば
松
の
さ
枝
に

夕
さ
ら
ば
月
に
向
か
ひ
て

あ
や
め
草
玉
貫
く
ま
で
に

鳴
き
と
よ
め
安
眠
寝
し
め

ず

君
を
悩
ま
せ
︵
十
九
・
四
一
七
七
︶

︵
15
︶

当
該
歌
と
同
じ
よ
う
に
季
節
の
景
物
に
対
し
て
は
︑
ほ
と
と
ぎ
す
に
鳴
け
と
命
じ
る
︒
ａ
︑
ｂ
︑
ｃ
は
︑﹁
立
夏
四
月
︑
既
に
累
日
を

経
ぬ
る
に
由
し
未
だ
霍
公
鳥
の
喧
く
を
聞
か
ず
︑
因
り
て
作
る
恨
み
の
歌
﹂︵
十
七
・
三
九
八
三
～
三
九
八
四
︶
の
左
注
に
﹁
霍
公
鳥
は
︑

立
夏
の
日
に
︑
来
鳴
く
こ
と
必
定
な
り
﹂
と
︑
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
季
節
を
立
夏
も
し
く
は
夏
の
始
ま
り
で
あ
る
四
月
か
ら
だ
と
規
定
し

た
こ
と
に
基
づ
く

︵
16
︶

︒
ｂ
に
は
︑﹁
卯
の
花
の
咲
く
月
﹂
で
あ
る
四
月
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
ほ
と
と
ぎ
す
よ
鳴
け
と
命
令
し
︑
ｃ
に
は
︑
﹁
春

が
過
ぐ
れ
ば
﹂
や
っ
て
く
る
夏
か
ら
端
午
の
節
句
ま
で
鳴
い
て
︑
相
手
を
安
眠
さ
せ
ず
に
悩
ま
せ
よ
と
命
令
す
る
︒

大
伴
家
持
﹁
予
作
七
夕
歌
﹂
の
﹁
興
﹂
︵
井
口
︶
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ａ
は
ｂ
︑
ｃ
と
異
な
り
︑
季
節
に
基
準
を
置
か
な
い
︒
ａ
は
︑
天
平
二
十
年
三
月
二
十
六
日
の
宴
に
お
い
て
︑
田
辺
福
麻
呂
と
久
米
朝

臣
広
縄
の
歌
︑

ほ
と
と
ぎ
す
今
鳴
か
ず
し
て
明
日
越
え
む
山
に
鳴
く
と
も
験
あ
ら
め
や
も

︵
十
八
・
四
〇
五
二
︶

木
の
暗
に
な
り
ぬ
る
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
な
に
か
来
鳴
か
ぬ
君
に
逢
へ
る
時

︵
十
八
・
四
〇
五
三
︶

に
続
け
た
歌
で
あ
る
︒
こ
の
年
の
立
夏
は
四
月
二
日
で
鳴
く
べ
き
時
に
は
至
っ
て
な
い
が
︑
久
米
朝
臣
広
縄
の
歌
に
︑

め
づ
ら
し
き
君
が
来
ま
さ
ば
鳴
け
と
言
ひ
し
山
ほ
と
と
ぎ
す
な
に
か
来
鳴
か
ぬ
︵
十
八
・
四
〇
五
〇
︶

と
詠
ま
れ
た
よ
う
に
︑
親
し
い
人
と
再
会
し
た
時
に
鳴
い
て
ほ
し
い
鳥
と
し
て
ほ
と
と
ぎ
す
が
詠
ま
れ
て
い
た
背
景
が
あ
る
︒
ａ
は
︑
こ

の
背
景
を
も
と
に
︑
京
か
ら
越
中
に
来
た
福
麻
呂
と
の
再
会
に
際
し
て
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
こ
と
を
命
令
し
た
歌
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
家
持
が
景
物
に
向
け
て
命
令
す
る
場
合
︑
背
景
に
は
︑
命
令
の
内
容
が
遂
行
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
こ
の
特
徴
を
当
該
歌
に
当
て
は
め
れ
ば
︑
逢
瀬
を
許
さ
れ
た
秋
に
は
︑
当
然
︑
秋
の
霧
が
立
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
渡
河
と
関
連
付
け
た
霧
を
命
令
形
で
歌
う
こ
と
は
︑
逢
瀬
が
一
年
の
内
で
許
さ
れ
た
秋
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
強
い
価
値
観
に
裏
付
け
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︒

四
︑
七
夕
歌
を
詠
む
﹁
興
﹂

前
節
で
は
︑
霧
と
渡
河
が
秋
の
景
物
と
し
て
関
連
付
け
ら
れ
て
詠
ま
れ
︑
当
該
歌
が
秋
の
渡
河
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
︒

今
節
で
は
︑
秋
の
渡
河
を
意
識
す
る
こ
と
か
ら
︑
作
歌
月
で
あ
る
春
三
月
に
秋
七
月
の
七
夕
を
詠
ま
し
め
た
﹁
興
﹂
を
検
討
す
る
︒

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
当
該
歌
は
先
行
す
る
語
句
を
用
い
て
い
る
︒
第
二
句
目
﹁
我
枕
か
む
﹂
は
︑
旅
人
の
歌
に
の
み
用
い
ら
れ
た

― 16 ―



語
句
で
あ
る
︒
四
三
九
番
歌
で
は
︑
大
宰
府
か
ら
の
帰
途
︑
京
へ
戻
っ
た
ら
誰
の
袖
を
枕
に
し
よ
う
か
と
詠
う
︒
こ
の
迷
い
は
︑
京
に
は

亡
く
な
っ
た
妻
は
い
な
い
と
い
う
悲
し
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
八
一
〇
番
歌
は
︑
琴
が
変
じ
た
娘
が
誰
の
手
元
に
い
よ
う
か
と
不
安
を

詠
う
︒
共
通
す
る
の
は
︑
誰
と
共
寝
を
し
よ
う
か
と
詠
い
な
が
ら
も
︑﹁
誰
も
い
な
い
﹂
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
︒
旅
人
は
︑
独
り

で
あ
る
悲
し
み
や
不
安
を
詠
う
た
め
に
︑﹁
我
枕
か
む
﹂
と
詠
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
旅
人
に
対
し
て
︑
家
持
の
﹁
我
枕
か
む
﹂
は
希
望
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
︒
霧
が
秋
の
景
物
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
で
︑
秋
に
し
か

逢
瀬
が
で
き
な
い
と
い
う
伝
説
に
お
い
て
︑
牽
牛
と
織
女
の
共
寝
は
確
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

秋
に
限
定
さ
れ
た
逢
瀬
は
︑
年
に
一
度
し
か
逢
え
な
い
と
い
う
悲
劇
を
受
け
入
れ
た
態
度
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
の
よ
う
な
態
度
を
詠
う
こ

と
は
︑
家
持
の
七
夕
伝
説
へ
の
理
解
か
ら
は
必
然
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

七
夕
の
歌
一
首

并
せ
て
短
歌

38

天
照
ら
す
神
の
御
代
よ
り

安
の
川
中
に
隔
て
て

向
か
ひ
立
ち
袖
振
り
交
し

息
の
緒
に
嘆
か
す
児
ら

渡
り
守
舟
も
設
け
ず

橋
だ
に
も
渡
し
て
あ
ら
ば

そ
の
上
ゆ
も
い
行
き
渡
ら
し

携
は
り
う
な
が
け
り
居
て

思
ほ
し
き
言
も
語
ら
ひ

慰
む
る
心
は
あ

ら
む
を

な
に
し
か
も
秋
に
し
あ
ら
ね
ば

言
問
の
乏
し
き
児
ら

う
つ
せ
み
の
世
の
人
我
も

こ
こ
を
し
も
あ
や
に
奇
し
み

行

き
変
は
る
年
の
は
ご
と
に

天
の
原
振
り
放
け
見
つ
つ

言
ひ
継
ぎ
に
す
れ
︵
十
八
・
四
一
二
五

家
持
︶

第
三
者

反
歌
二
首

39

天
の
川
橋
渡
せ
ら
ば
そ
の
上
ゆ
も
い
渡
ら
さ
む
を
秋
に
あ
ら
ず
と
も
︵
十
八
・
四
一
二
六

家
持
︶

第
三
者

40

安
の
川
い
向
か
ひ
立
ち
て
年
の
恋
日
長
き
児
ら
が
妻
問
ひ
の
夜
そ

︵
十
八
・
四
一
二
七

家
持
︶

第
三
者

右
︑
七
月
七
日
に
天
漢
を
仰
ぎ
見
て
大
伴
宿
祢
家
持
作
る
︒

当
該
歌
の
半
年
ほ
ど
前
で
あ
る
天
平
勝
宝
元
︵
七
四
九
︶
年
七
月
七
日
の
七
夕
歌
に
詠
わ
れ
る
の
は
︑
牽
牛
と
織
女
で
は
な
く
︑
第
三

大
伴
家
持
﹁
予
作
七
夕
歌
﹂
の
﹁
興
﹂
︵
井
口
︶
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者
の
立
場
に
立
っ
た
家
持
が
七
夕
伝
説
へ
向
け
る
ま
な
ざ
し
で
あ
る
︒
歌
で
は
︑
橋
を
渡
せ
ば
い
つ
で
も
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
︑﹁
な

に
し
か
も
秋
に
し
あ
ら
ね
ば
﹂
と
秋
で
な
け
れ
ば
会
え
な
い
の
だ
ろ
う
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
︒
し
か
し
︑
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
が
十
分

に
で
き
な
い
二
人
で
あ
る
こ
と
が
世
間
の
人
も
自
分
も
﹁
こ
こ
を
し
も
あ
や
に
奇
し
み
﹂
と
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
故
に
﹁
言

ひ
継
ぎ
に
す
れ
﹂
と
︑
七
夕
伝
説
の
二
人
が
神
代
か
ら
語
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
詠
う
︒

家
持
は
︑
39
で
橋
を
渡
せ
ば
秋
で
な
く
と
も
逢
瀬
が
で
き
る
の
に
︑
と
詠
う
︒
そ
れ
で
も
家
持
が
詠
う
牽
牛
と
織
女
は
︑
年
に
一
度
し

か
逢
瀬
を
し
な
い
︒
そ
れ
は
伝
説
に
基
づ
い
た
姿
で
は
あ
る
が
︑
年
に
一
度
と
い
う
悲
劇
を
受
け
入
れ
る
代
わ
り
に
伝
説
と
し
て
﹁
言
い

継
﹂
が
れ
て
い
る
姿
で
も
あ
る
︒

当
該
歌
で
﹁
霧
立
ち
渡
れ
﹂
と
詠
う
こ
と
は
︑
逢
瀬
が
一
年
の
内
で
許
さ
れ
た
秋
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
価
値
観
に
裏
付

け
さ
れ
た
も
の
と
み
て
き
た
︒
春
三
月
に
こ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
は
︑
逢
瀬
が
一
年
に
一
度
で
あ
る
と
す
る
態
度
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
態
度

に
は
︑
第
三
者
か
ら
﹁
言
い
継
﹂
が
れ
て
い
る
と
い
う
背
景
が
付
随
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
︑
七
夕
伝
説
の
年
に
一
度
の
逢
瀬
の
確
か
さ
を
詠
う
こ
と
は
︑
実
は
憶
良
と
異
な
る
︒

41

ひ
さ
か
た
の
天
の
川
に
舟
浮
け
て
今
夜
か
君
が
我
が
り
来
ま
さ
む
︵
八
・
一
五
一
九

山
上
憶
良
︶

女

右
︑
神
亀
元
年
七
月
七
日
の
夜
に
︑
左
大
臣
の
宅
に
し
て
︒

七
夕
の
夜
に
憶
良
が
詠
っ
た
歌
に
は
︑
相
手
の
来
訪
を
疑
う
織
女
が
詠
ま
れ
る
︒
こ
の
態
度
に
つ
い
て
村
山
出
氏

︵
17
︶

は
︑

七
夕
伝
説
に
よ
る
と
二
人
の
出
逢
い
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
は
ず
で
あ
る
が
︑
織
女
は
牽
牛
の
訪
れ
に
不
安
を
抱
い
て
お
り
︑
其
の

趣
向
の
底
に
憶
良
の
人
生
を
見
る
目
が
の
ぞ
い
て
い
る
︒
七
夕
の
世
界
も
さ
だ
め
の
た
め
に
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る

が
︑
そ
の
状
況
や
存
在
の
し
か
た
に
根
源
的
に
問
い
か
け
る
と
こ
ろ
に
︑
憶
良
の
現
実
へ
の
関
心
の
持
ち
方
や
人
生
を
追
及
す
る
態

度
が
示
さ
れ
て
い
て
︑
ほ
か
の
七
夕
歌
と
い
さ
さ
か
異
な
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
︒
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と
述
べ
て
い
る
︒
伝
説
で
は
唯
一
逢
瀬
を
許
さ
れ
て
い
る
秋
七
月
七
日
の
夜
で
さ
え
疑
心
す
る
織
女
は
︑
先
に
挙
げ
た
家
持
の
七
夕
伝
説

の
理
解
か
ら
す
れ
ば
﹁
言
い
継
ぎ
﹂
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
で
あ
ろ
う
︒
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
代
価
は
︑
年
に
一
度
の
逢
瀬
の
成
就

で
あ
る
の
に
︑
憶
良
は
歌
に
詠
い
な
が
ら
も
詠
わ
れ
る
根
本
を
揺
り
動
か
す
︒
対
し
て
家
持
は
︑
年
に
一
度
の
逢
瀬
を
肯
定
し
︑
牽
牛
の

立
場
に
立
っ
て
﹁
言
い
継
﹂
が
れ
て
い
る
伝
説
と
し
て
詠
う
の
で
あ
る
︒

当
該
歌
の
次
に
お
か
れ
た
﹁
慕
振
勇
士
之
名
歌
﹂
の
左
注
に
︑
憶
良
に
﹁
追
和
﹂
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
歌
群
を
同
じ
く
し
︑
題

材
も
憶
良
を
連
想
さ
せ
る
七
夕
を
詠
う
当
該
歌
が
憶
良
に
﹁
追
和
﹂
す
る
旨
を
記
さ
な
か
っ
た
の
は
︑
憶
良
と
は
異
な
る
七
夕
を
詠
っ
た

自
負
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
︒
更
に
︑
使
用
語
句
を
み
れ
ば
︑
旅
人
が
不
安
や
悲
し
さ
か
ら
︑
存
在
し
な
い
相
手
を
求
め
る
こ
と
を
詠
う
態

度
と
も
異
な
る
︒
親
世
代
の
二
人
と
は
違
う
立
場
で
伝
説
を
詠
お
う
と
し
た
こ
と
こ
そ
︑
三
月
に
詠
ま
れ
た
歌
群
の
中
に
七
夕
歌
を
お
さ

め
た
﹁
興
﹂
な
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

当
該
歌
に
詠
ま
れ
た
霧
は
︑
従
来
の
﹁
牽
牛
の
姿
を
隠
す
た
め
﹂
と
い
う
用
途
の
前
に
︑
秋
の
景
物
と
し
て
の
霧
を
詠
ん
だ
と
す
る
︒

第
一
・
二
句
目
で
共
寝
を
希
望
し
た
牽
牛
が
︑
七
夕
伝
説
が
伝
説
と
し
て
年
に
一
度
し
か
逢
え
な
い
﹁
秋
﹂
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
よ

う
に
︑
秋
の
景
物
を
求
め
て
い
る
と
解
釈
し
た
︒
こ
の
︑
逢
瀬
を
年
に
一
度
の
秋
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
強
い
態
度
は
︑
前
年
度
の
家
持

の
七
夕
歌
か
ら
︑﹁
言
い
継
﹂
が
れ
る
存
在
と
し
て
七
夕
伝
説
を
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
に
牽
牛
と
織
女
を
詠
う
こ
と

で
︑
旅
人
や
憶
良
と
異
な
る
伝
説
を
詠
う
こ
と
が
こ
の
一
首
を
詠
わ
し
め
た
﹁
興
﹂
で
あ
ろ
う
︒

当
該
歌
を
含
む
歌
群
に
言
及
し
て
お
け
ば
︑
ツ
マ
マ
の
樹
の
根
深
さ
に
神
々
し
さ
を
感
じ
た
︵
﹁
過
澁
谿
埼
見
巌
上
樹
歌
﹂
︶
こ
と
で
︑
相

大
伴
家
持
﹁
予
作
七
夕
歌
﹂
の
﹁
興
﹂
︵
井
口
︶
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反
す
る
移
り
変
わ
る
自
然
へ
の
悲
し
み
を
歌
う
︵
﹁
悲
世
間
無
常
歌
﹂
︶﹁
興
﹂
が
起
き
た
家
持
が
︑
当
該
歌
で
は
移
り
変
わ
る
四
季
の
中
に

あ
り
な
が
ら
も
﹁
言
い
継
﹂
が
れ
る
七
夕
伝
説
を
詠
う
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
興
﹂
は
︑
当
該
歌
を
経
て
伝
説
か
ら
家
持
自
身
へ

と
移
る
︒

勇
士
の
名
を
振
る
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
一
首

并
せ
て
短
歌

ち
ち
の
実
の
父
の
命

は
は
そ
葉
の
母
の
命

凡
ろ
か
に
心
尽
く
し
て

思
ふ
ら
む
そ
の
子
な
れ
や
も

ま
す
ら
を
や
空
し
く
あ
る

べ
き

梓
弓
末
振
り
起
こ
し

投
矢
持
ち
千
尋
射
渡
し

剣
大
刀
腰
に
取
り
佩
き

あ
し
ひ
き
の
八
つ
峰
踏
み
越
え

さ
し
ま
く
る

心
障
ら
ず

後
の
代
の
語
り
継
ぐ
べ
く

名
を
立
つ
べ
し
も
︵
十
九
・
四
一
六
四
︶

ま
す
ら
を
は
名
を
し
立
つ
べ
し
後
の
代
に
聞
き
継
ぐ
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね
︵
十
九
・
四
一
六
五
︶

右
の
二
首
︑
山
上
憶
良
臣
の
作
る
歌
に
追
和
す
︒

当
該
歌
の
次
に
お
か
れ
た
右
の
歌
で
は
︑
雄
々
し
い
マ
ス
ラ
ヲ
の
姿
が
詠
ま
れ
る
︒
こ
の
マ
ス
ラ
ヲ
は
︑﹁
さ
し
ま
く
る
心
障
ら
ず
﹂

と
天
皇
か
ら
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
一
心
に
勤
め
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
後
の
代
の
語
り
継
ぐ
べ
く

名
を
立
つ
べ
し
も
﹂
と
︑
語
り
継
が
れ
る

存
在
に
な
り
︑
名
を
立
て
る
た
め
な
の
だ
と
詠
う
︒
左
注
に
は
憶
良
の
歌
に
﹁
追
和
﹂
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
︑
死
の
床
に
あ
っ
て
﹁
士
や

も
空
し
く
あ
る
べ
き
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
き
名
は
立
て
ず
し
て
﹂︵
六
・
九
七
八
︶
と
詠
っ
た
憶
良
と
志
を
同
じ
に
す
る
︒

こ
の
︑
新
し
く
自
身
が
名
を
立
て
る
の
だ
と
詠
う
態
度
は
︑
他
の
歌
に
大
伴
氏
の
﹁
名
を
負
ふ
﹂

︵
18
︶

と
詠
う
家
持
と
は
別
の
興
趣
で
あ
ろ

う
︒
こ
の
興
趣
に
至
り
︑
年
も
境
遇
も
異
な
る
憶
良
へ
と
﹁
追
和
﹂
す
る
た
め
に
︑
総
題
の
下
︑
多
様
な
題
詞
を
持
つ
歌
を
詠
ま
せ
た
と

考
え
る
の
で
あ
る
︒
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注

︵
１
︶
﹁
霍
公
鳥
并
時
花
詠
歌
﹂︵
十
九
・
四
一
六
六
～
四
一
六
八
︶
を
含
む
と
す
る
説
︵﹃
古
義
﹄︶
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
﹁
霍
公
鳥
并
時
花
詠
歌
﹂
の
左
注

に
は
﹁
右
廿
日
雖
未
及
時
依
興
預
作
之
﹂
と
あ
り
︑
当
該
歌
群
と
は
異
な
る
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
主
題
の
ほ
と
と
ぎ
す
と
歌
群
と
の

関
連
が
見
出
し
難
い
こ
と
か
ら
︑
含
ま
な
い
と
み
る
通
説
に
従
う
︒

︵
２
︶
橋
本
達
雄
﹁
天
平
勝
宝
二
年
三
月
︑
出
挙
の
歌
﹂︵﹃
大
伴
家
持
作
品
論
攷
﹄
塙
書
房
︑
昭
和
六
十
年

初
出
昭
和
四
十
九
年
︶
歌
群
全
体
が
旅
人

へ
の
連
想
と
す
る
橋
本
氏
は
︑﹁
す
で
に
﹁
枕
く
﹂
妻
の
い
な
い
旅
人
の
境
遇
は
︑
年
に
一
度
し
か
﹁
枕
く
﹂
機
会
の
な
い
彦
星
よ
り
も
あ
わ
れ
深

い
が
︑
通
常
の
人
に
比
べ
れ
ば
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
の
連
想
で
あ
ろ
う
︒
旅
人
の
上
京
時
の
心
境
か
ら
彦
星
に
思
い
を
馳
せ
た
か

ら
こ
そ
︑
家
持
は
旅
人
の
歌
の
句
を
踏
ま
え
︑
時
な
ら
ぬ
三
月
の
時
点
で
七
夕
の
歌
を
作
り
︑
予
作
と
題
し
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
す
る
︒

︵
３
︶
朝
比
奈
英
夫
﹁
総
題
を
掲
げ
る
歌
群
︱
大
伴
家
持
論
序
説
︱
﹂︵﹃
日
本
語
と
日
本
文
学
﹄
八

昭
和
六
十
三
年
︶

︵
４
︶
鈴
木
武
晴
﹁
予
作
七
夕
歌
論
﹂︵﹃
日
本
文
芸
論
集
﹄
十
九

平
成
元
年
三
月
︶

︵
５
︶
鉄
野
昌
弘
﹁
後
期
万
葉
歌
人
の
七
夕
歌
︱
そ
の
寓
意
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
大
伴
家
持
﹁
歌
日
誌
﹂
論
考
﹄
塙
書
房
︑
平
成
十
九
年
︑
初
出
平
成

十
五
年
︶

︵
６
︶
中
西
進
﹃
大
伴
家
持
﹄
五
︵
角
川
書
店
︑
平
成
七
年
︶

︵
７
︶
森
斌
﹁
大
伴
家
持
七
夕
歌
の
特
質
﹂︵﹃
広
島
女
学
院
大
学
日
本
文
学
﹄
十
三

平
成
十
五
年
七
月
︶

︵
８
︶
神
話
に
お
け
る
天
象
に
囲
ま
れ
た
婚
姻
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
第
一
第
四
段
一
書
第
五
の
例
も
あ
る
︒

︵
９
︶
第
二
句
目
﹁
振
り
放
け
見
れ
ば
﹂
は
通
常
︑
上
を
見
上
げ
る
動
作
な
の
で
第
三
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
が
︑
結
句
﹁
君
は
来
ぬ
ら
し
﹂
と
︑
相

手
を
﹁
君
﹂
と
よ
ぶ
こ
と
か
ら
女
目
線
と
す
る
﹃
集
成
﹄
な
ど
に
よ
る
︒

︵
10
︶
内
田
賢
德
﹁
助
動
詞
ラ
シ
の
方
法
﹂︵﹃
記
紀
万
葉
論
叢
﹄
塙
書
房
︑
平
成
四
年
五
月
︶

内
田
氏
の
論
で
は
︑
当
該
歌
は
内
属
型
の
�
に
あ
た
る
︒

︵
11
︶
小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
﹄
中
︵
塙
書
房
︑
昭
和
三
十
九
年
︶

大
伴
家
持
﹁
予
作
七
夕
歌
﹂
の
﹁
興
﹂
︵
井
口
︶
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︵
12
︶
集
中
の
七
夕
歌
で
﹁
ら
し
﹂
を
用
い
た
歌
は
﹁
霧
﹂
と
﹁
波
﹂
に
挙
げ
た
他
︑
一
首
あ
る
︒

天
の
川
梶
の
音
聞
こ
ゆ
彦
星
と
織
女
と
今
夜
逢
ふ
ら
し
も
︵
十
・
二
〇
二
九

人
麻
呂
歌
集
︶

第
三
者

︵
13
︶
大
浦
誠
士
﹁
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
七
夕
歌
の
意
義
︱
季
節
の
景
物
と
し
て
の
七
夕
︱
﹂
︵﹃
美
夫
君
志
﹄
八
十

平
成
二
十
二
年
三
月
︶

︵
14
︶
注
︵
10
︶

こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
︑﹁
ラ
シ
﹂
の
分
類
は
包
摂
型
の
	
に
な
ろ
う
か
︒

︵
15
︶
反
歌
に
も
命
令
形
が
詠
ま
れ
る
が
︑
命
令
形
の
在
り
方
が
長
歌
と
同
じ
た
め
省
略
し
た
︒

ほ
と
と
ぎ
す
夜
鳴
き
を
し
つ
つ
我
が
背
子
を
安
眠
な
寝
し
め
ゆ
め
心
あ
れ
︵
十
九
・
四
一
七
九
︶

︵
16
︶
芳
賀
紀
雄
﹁
遙
か
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
︱
家
持
の
越
中
守
時
代
の
詠
作
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
萬
葉
集
に
お
け
る
中
國
文
學
の
受
容
﹄
塙
書
房
︑

平
成
十
五
年

初
出
平
成
五
年
︶︒

︵
17
︶
村
山
出
﹃
憂
愁
と
苦
悩

大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
﹄︵
日
本
の
作
家
２
︑
新
典
社
︑
昭
和
五
十
八
年
︶

︵
18
︶
家
持
が
﹁
名
を
負
ふ
﹂
こ
と
を
詠
う
歌
三
首
を
挙
げ
る
︒

①

大
伴
の
遠
つ
神
祖
の

そ
の
名
を
ば
大
来
目
主
と

負
ひ
持
ち
て
仕
へ
し
官
⁝
⁝
大
伴
と
佐
伯
の
氏
は

人
の
祖
の
立
つ
る
言
立
て

人
の

子
は
祖
の
名
絶
た
ず

大
君
に
ま
つ
ろ
ふ
も
の
と

言
ひ
継
げ
る
言
の
官
そ
⁝
⁝
︵
十
八
・
四
〇
九
四
︶

②

⁝
⁝
子
孫
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に

見
る
人
の
語
り
つ
ぎ
て
て

聞
く
人
の
鑑
に
せ
む
を

あ
た
ら
し
き
清
き
そ
の
名
そ

お
ぼ
ろ
か
に
心
思

ひ
て

空
言
も
祖
の
名
絶
つ
な

大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る

ま
す
ら
を
の
伴
︵
二
十
・
四
四
六
五
︶

③

磯
城
島
の
大
和
の
国
に
明
ら
け
き
名
に
負
ふ
伴
の
緒
心
努
め
よ
︵
二
十
・
四
四
六
六
︶

附
記本

稿
は
︑
平
成
二
十
九
年
度
第
十
回
皇
學
館
大
学
人
文
學
會
大
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
き
ま
す
︒
ご
教
示
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
い
ぐ
ち

ひ
な
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
生
︶
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