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は
じ
め
に

「
世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
渚
こ
ぐ
海
人
の
小
舟
の
綱
手
か
な
し

も
」（
金
槐
和
歌
集
・
雑
・
六
〇
四
）
は
、
定
家
に
よ
っ
て
﹃
新
勅
撰

和
歌
集
﹄
及
び
﹃
百
人
秀
歌
﹄
に
選
ば
れ
た
、
源
実
朝
の
代
表
歌
で

あ
る
。
上
二
句
は
、
世
の
中
は
い
つ
ま
で
も
こ
の
よ
う
に
永
久
不
変

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
、
嘆
息
を
込
め
な
が
ら
願
う
。
下
三
句
は
、
波

打
ち
際
を
漕
ぐ
漁
師
の
小
舟
の
引
綱
と
い
う
風
景
を
見
て
、
し
み
じ

み
と
心
を
打
た
れ
た
と
詠
嘆
す
る
。
一
首
と
し
て
、
目
の
前
の
風
景

を
眺
め
、
深
く
感
動
さ
せ
ら
れ
る
作
中
主
体
が
造
形
さ
れ
る
。
将
軍

歌
人
源
実
朝
の
名
を
聞
け
ば
、
ま
ず
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
数
首
の
う

ち
に
、
必
ず
こ
の
一
首
が
入
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
彼
を

代
表
し
、
ま
た
彼
に
ま
つ
わ
る
後
世
の
イ
メ
ー
ジ
を
印
象
づ
け
て
き

た
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
歌
意
に
つ
い
て
、
こ
と
に
上
二
句
と

下
三
句
の
繋
が
り
を
め
ぐ
り
、
従
来
異
な
る
見
解
が
提
示
さ
れ
、
未

だ
に
定
ま
っ
た
結
論
が
な
い
。

本
稿
で
は
、
上
句
と
下
句
の
整
合
性
を
切
り
口
に
、
古
注
釈
を
参

考
し
な
が
ら
、
当
該
歌
の
歌
意
及
び
手
法
に
つ
い
て
、
些
か
の
考
察

を
試
み
る
。
そ
の
際
、
実
朝
歌
が
立
脚
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
﹃
古

今
和
歌
集
﹄「
東
歌
」
の
一
首
と
そ
の
享
受
の
検
討
を
通
し
て
、
作

品
と
し
て
の
実
朝
歌
自
体
の
あ
り
方
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
定
家

の
読
み
に
着
目
す
る
。
そ
れ
を
視
座
と
し
て
、
新
古
今
時
代
に
位
置

付
け
な
が
ら
、
実
朝
歌
の
新
し
い
解
釈
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。

一　

先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

ま
ず
、
先
行
研
究
を
整
理
し
な
が
ら
問
題
の
所
在
を
定
め
る
。

源
実
朝
「
世
の
中
は
」
歌
に
関
す
る
一
考
察

―
―
﹃
古
今
和
歌
集
﹄「
東
歌
」
の
享
受
か
ら

張　
　
　
　
　

博
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当
該
歌
に
関
し
て
、
従
来
多
く
の
注
釈
が
施
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ

で
は
、
上
句
で
表
出
さ
れ
た
想
い
と
、
下
句
で
詠
ま
れ
た
景
と
情
が

繋
が
ら
な
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
高
崎
正
秀
は

「
と
か
く
断
層
が
あ
り
す
ぎ
て
ど
う
も
脈
絡
す
る
契
機
を
見
つ
け
に

く
い
」
と
「
断
層
」
の
存
在
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る)

1
(

。
片
野
達

郎
も
、「
上
二
句
と
下
三
句
と
の
間
に
断
層
が
あ
り
、
脈
絡
が
断
た
れ

て
い
て
、
前
半
部
分
と
後
半
部
分
と
は
、
因
果
関
係
で
は
結
ば
れ
な

い
の
で
あ
る)

2
(

」
と
指
摘
す
る
。
近
年
、
長
谷
川
哲
夫
は
﹃
百
人
一

首
私
注
﹄
に
お
い
て
、「
も
が
も
な
」
を
願
望
と
読
む
場
合
、
脈
絡
が

到
底
つ
か
な
い
こ
と
か
ら
、「
も
か
も
な
」
と
清
音
で
読
み
、
願
望
で

は
な
く
、「
常
に
」
と
「
無
き
」
を
か
け
た
「
な
ぎ
さ
」
の
間
に
「
間

投
助
詞
的
に
」
入
り
込
ん
だ
詠
嘆
と
捉
え
た
。
し
か
し
、そ
の
場
合
、

氏
自
身
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
常
無
き
」
と
は
異
な
る
「
常
に
無
き

（
渚
）」
と
い
う
変
則
的
な
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
難
点
が

生
じ
る)

3
(

。
ま
た
、
仮
に
詠
嘆
だ
と
し
て
も
、
断
層
が
克
服
さ
れ
た

と
も
思
わ
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
実
朝
歌
の
整
合
性
は
依
然
と
し
て

問
題
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
当
該
歌
の
解
釈
に
も
大
き
な
隔
た
り
が
認
め
ら
れ

る
。
樋
口
芳
麻
呂
は
新
潮
古
典
集
成
の
訳
注
に
、「
舟
の
綱
を
引
く
の

に
懸
命
な
漁
夫
を
見
て
、
こ
の
世
が
彼
等
に
と
っ
て
、
苛
酷
・
無
常

な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
と
祈
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う)

4
(

」
と
解
釈
す

る
。「
世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
」
を
漁
夫
の
た
め
の
平
和
な
世
の

中
を
指
し
て
い
る
と
理
解
し
、「
綱
手
」
に
漁
夫
の
苦
労
を
読
み
取
る

の
で
あ
る
。
今
関
敏
子
は
﹃
実
朝
の
歌　

金
槐
和
歌
集
訳
注
﹄
に
お

い
て
同
様
な
立
場
を
取
る)

5
(

。
そ
れ
に
対
し
、「
綱
手
」
に
風
景
の
美

を
見
出
す
論
者
も
多
い
。例
え
ば
、小
島
吉
雄
は
旧
大
系
の
注
に
、「
あ

ま
小
舟
の
綱
手
ひ
く
風
情
の
面
白
い
の
を
見
て
、
世
の
中
は
い
つ
も

変
ら
ず
こ
の
よ
う
に
風
情
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い)

6
(

」
と
、「
風

情
」
を
重
視
す
る
。
し
か
し
、
風
景
美
を
主
張
す
る
論
に
も
ば
ら
つ

き
が
あ
る
。
新
編
全
集
の
訳
注
を
施
し
た
井
上
宗
雄
は
、
風
景
の
面

白
さ
を
見
出
す
点
に
お
い
て
小
島
と
共
通
す
る
が
、「
常
に
も
が
も

な
」
に
「
成
就
し
難
い
こ
と
を
願
う
懐
い
」
を
読
み
取
り
、
風
景
の

鑑
賞
で
あ
り
な
が
ら
、
述
懐
歌
で
も
あ
る
と
解
釈
す
る)

7
(

。
こ
う
し

た
解
釈
の
揺
れ
は
、「
常
に
も
が
も
な
」
と
「
綱
手
か
な
し
も
」
の
意

味
、
さ
ら
に
両
者
の
結
び
つ
き
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
次
節
で

は
、
実
朝
歌
に
ま
つ
わ
る
古
注
釈
を
参
考
に
、
以
上
の
問
題
を
考
察

す
る
。二　

古
注
釈
に
見
る
実
朝
歌

当
該
歌
に
関
す
る
古
注
釈
は
、大
き
く
二
種
類
に
分
か
れ
て
い
る
。

一
つ
は
宗
祇
か
ら
始
ま
る
流
れ
で
、
も
う
一
つ
は
下
河
辺
長
流
が
説

き
始
め
る
流
れ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
実
朝
歌
が
本
歌
を
ふ
ま
え
て



－41－

お
り
、か
つ
そ
の
本
歌
が
歌
意
を
大
き
く
左
右
す
る
と
捉
え
て
い
る
。

が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
す
る
本
歌
は
異
な
り
、
歌
意
も
そ
れ
に
従
っ
て

変
わ
る
。

実
朝
歌
を
い
ち
早
く
考
察
し
た
の
が
、﹃
百
人
一
首
宗
祇
抄
﹄
で
あ

る
。
宗
祗
は
、
実
朝
歌
の
本
歌
を
、﹃
古
今
和
歌
集
﹄「
東
歌
」
所
収

の
「
み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
塩
釜
の
浦
漕
ぐ
舟
の
綱
手
か
な

し
も
」（
一
〇
八
八
）
歌
と
、﹃
拾
遺
集
﹄
所
収
の
満
誓
歌
「
世
の
中
を

何
に
た
と
へ
む
あ
さ
ぼ
ら
け
こ
ぎ
ゆ
く
舟
の
あ
と
の
し
ら
波
」（
哀

傷
・
一
三
二
七
）
に
求
め
た
。

此
歌
は
「
何
に
た
と
へ
む
朝
ぼ
ら
け
」
の
歌
と
「
浦
こ
ぐ
舟
の

つ
な
て
か
な
し
も
」
二
首
を
と
れ
り
。
心
は
あ
と
の
し
ら
波
を

と
り
、
詞
は
し
ほ
か
ま
の
う
た
を
と
れ
り
。（
中
略
）
只
今
目

の
ま
へ
に
み
ゆ
る
物
も
あ
と
な
き
事
を
思
ひ
て
、
世
の
中
は
つ

ね
に
も
が
も
な
と
よ
め
る
に
や
。
げ
に
常
住
に
あ
ら
ま
ほ
し
き

こ
と
は
り
に
や
。 

（
百
人
一
首
宗
祗
抄
）

宗
祇
は
、
実
朝
歌
の
心
と
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
二
首
の
本
歌
に
拠
り
、

一
首
の
主
意
は
無
常
観
に
あ
る
と
解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、
二
条

家
流
の
諸
説
を
集
大
成
す
る
細
川
幽
斎
の
﹃
幽
斎
抄
﹄)

8
(

に
受
け
継
が

れ
た
後
、北
村
季
吟
の
﹃
新
勅
撰
和
歌
集
口
実
﹄
や
新
見
正
路
の
﹃
新

勅
撰
和
歌
集
抄
﹄
に
踏
襲
さ
れ
る
な
ど
、
江
戸
期
に
わ
た
っ
て
長
く

享
受
さ
れ
て
い
た)

9
(

。

と
こ
ろ
が
、
宗
祇
説
に
は
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
満
誓
歌
を
本
歌

と
す
る
に
は
、
表
現
上
、
十
分
な
類
似
性
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ

る
。「
世
の
中
」
を
初
句
に
据
え
た
歌
な
ら
他
に
い
く
ら
で
も
あ
る
。

加
え
て
、
両
首
の
情
景
に
も
乖
離
が
あ
る
。「
渚
こ
ぐ
海
人
の
小
舟

の
綱
手
」
は
、
焦
点
が
引
綱
の
一
点
に
絞
ら
れ
、
視
線
は
小
さ
く
収

斂
さ
れ
て
く
る
。
一
方
、「
こ
ぎ
ゆ
く
舟
の
あ
と
の
白
波
」の
視
野
は
、

広
々
と
し
た
洋
上
へ
と
開
け
て
い
く
。

宗
祇
が
満
誓
歌
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
は
、
表
現
の
類
似
性
か

ら
で
は
な
く
、
先
立
つ
﹃
古
今
集
﹄「
東
歌
」「
み
ち
の
く
は
」
歌
に

対
す
る
六
条
藤
家
の
清
輔
の
解
釈
に
引
き
ず
ら
れ
て
の
結
果
だ
と
思

わ
れ
る
。
清
輔
の
解
釈
は
、
顕
昭
の
引
用
の
形
で
﹃
顕
注
密
勘
﹄
や

﹃
袖
中
抄
﹄、﹃
古
今
集
顕
昭
注
﹄
に
伝
わ
る
。﹃
顕
注
密
勘
﹄
の
「
み

ち
の
く
は
」
歌
の
注
に
「
清
輔
朝
臣
云
、（
中
略
）
こ
ぎ
行
舟
の
あ
と

の
白
波
な
ど
よ
め
る
心
也
」
と
あ
り
、
清
輔
は
歌
の
心
を
説
明
す
る

の
に
満
誓
歌
を
援
用
し
た
。
宗
祇
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
実
朝
歌
の
内

容
の
解
釈
に
敷
衍
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
気
づ
き
、
異
を
唱
え
は
じ
め
た
の
が
、
下
河
辺
長
流
で
あ

る
。

此
の
歌
、「
世
中
を
何
に
た
と
へ
ん
朝
ぼ
ら
け
こ
ぎ
行
舟
の
跡
の

白
浪
」
と
云
ふ
歌
を
本
歌
に
し
て
無
常
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
り
と

い
ふ
義
、
一
向
不
用
。
新
勅
撰
集
に
此
歌
、
旅
の
部
に
題
不
知
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と
入
ら
れ
た
る
歌
な
り
。
旅
行
の
歌
に
し
て
無
常
の
心
は
い
さ

さ
か
も
な
き
こ
と
な
り
。
本
歌
は
、「
川
上
の
ゆ
つ
岩
村
に
草
む

さ
ず
常
に
も
が
も
な
常
を
と
め
に
て
」「
陸
奥
は
い
つ
く
は
あ

れ
ど
し
ほ
が
ま
の
浦
こ
ぐ
舟
の
綱
手
か
な
し
も
」、
此
の
二
首

の
詞
を
と
れ
り
。 

（
三
奥
抄
）

長
流
は
、真
正
面
か
ら
満
誓
歌
本
歌
説
を
否
定
し
、か
わ
り
に
﹃
万

葉
集
﹄
の
「
河カ
ハ

上ノ
ヘ

乃ノ　

湯ユ

都ツ

盤ハ
ノ
ム
ラ村
二ニ　

草ク
サ

武ム

サ

ズ
左
受　

常ツ
ネ

丹ニ

毛モ

冀ガ
モ

名ナ　

常ト
コ

處ヲ
ト
メ女

煑ニ

テ手
」
歌
（
巻
一
・
二
二
）
を
提
示
し
た
。
歌
意
に
つ
い
て

は
無
常
を
否
定
し
、
旅
歌
だ
と
主
張
す
る
。
契
沖
は
、
未
稿
に
終
わ

っ
た
﹃
三
奥
抄
﹄
を
受
け
継
ぎ
、﹃
改
観
抄
﹄
に
お
い
て
長
流
説
を
発

展
さ
せ
た
。

か
く
て
今
の
歌
の
心
は
、
旅
に
出
て
え
も
い
は
ず
お
も
し
ろ
き

浜
づ
ら
を
行
く
に
、
渚
に
つ
き
て
綱
手
引
き
て
漕
ぎ
ゆ
く
あ
ま

の
釣
舟
の
さ
ま
ざ
ま
の
め
を
か
り
魚
を
つ
り
貝
を
拾
ふ
を
見
る

に
、
あ
か
ず
め
づ
ら
か
に
お
ぼ
ゆ
る
故
に
、
か
く
て
常
に
こ
こ

に
な
が
め
を
ら
ば
や
と
思
ふ
に
よ
り
て
、「
世
の
中
は
常
に
も
が

な
」
と
長
き
命
の
ほ
し
く
な
る
な
り
。 

（
改
観
抄
）

契
沖
は
、
長
流
が
触
れ
た
「
旅
行
の
歌
」
を
展
開
さ
せ
、「
常
に
も

が
も
な
」
は
無
常
の
嘆
き
で
は
な
く
、
風
景
美
の
鑑
賞
を
永
続
さ
せ

た
い
と
い
う
願
望
だ
と
解
す
る
（
傍
線
部
）。
契
沖
説
は
、
江
戸
後
期

に
な
る
と
、
香
川
景
樹
の
﹃
百
首
異
見
﹄
に
受
け
継
が
れ
る
。

宗
祇
説
で
は
本
歌
と
し
て
「
み
ち
の
く
は
」
歌
と
満
誓
歌
が
あ
げ

ら
れ
、
長
流
説
で
は
満
誓
歌
の
か
わ
り
に
「
河
上
の
」
歌
が
提
示
さ

れ
る
。
歌
の
心
に
関
し
て
、
前
者
は
無
常
観
に
、
後
者
は
風
景
の
観

賞
に
あ
る
。
長
流
説
は
、
先
に
あ
る
宗
祇
説
へ
の
批
判
を
自
ら
の
出

発
点
と
す
る
が
、
宗
祇
説
は
そ
こ
で
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
北

村
季
吟
や
新
見
正
路
な
ど
、
長
流
以
後
で
も
継
続
し
て
い
た
。
江
戸

期
に
か
け
て
二
種
類
の
説
が
並
立
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
影
響
下
に

あ
る
現
行
注
釈
に
も
揺
れ
が
生
じ
て
い
る
。
歌
意
も
第
一
節
で
確
認

し
た
よ
う
に
定
ま
ら
な
け
れ
ば
、
ど
の
歌
に
基
づ
い
て
、
或
い
は
参

考
し
て
詠
ん
だ
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
も
見
解
が
一
致
し
な
い)

10
(

。

本
論
は
、「
み
ち
の
く
は
」
歌
と
「
河
上
の
」
歌
を
本
歌
と
認
定
す

る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
綱
手
か
な
し
も
」
と
「
常
に
も
が
も
な
」
と
い
う

言
葉
上
の
明
瞭
な
一
致
が
あ
る
ほ
か
、
二
首
が
い
ず
れ
も
新
古
今
時

代
に
広
く
享
受
さ
れ
て
い
た
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。「
み
ち
の
く
は
」

歌
の
享
受
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
詳
述
す
る
。「
河
上
の
」歌
は
、﹃
万

葉
集
﹄
の
ほ
か
、﹃
五
代
集
歌
枕
﹄
や
﹃
和
歌
初
学
抄
﹄
に
所
収
さ
れ
、

人
口
に
膾
炙
す
る
歌
で
あ
っ
た
。
実
朝
歌
は
、
こ
の
二
首
か
ら
明
示

的
に
詞
句
を
取
り
、
読
む
人
に
、
二
首
の
お
も
か
げ
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
味
わ
う
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

歌
意
に
関
し
て
、
長
流
と
契
沖
の
説
は
旅
と
風
景
へ
の
重
視
は
首

肯
さ
れ
る
が
、
解
釈
に
お
い
て
「
河
上
の
」
歌
に
傾
き
す
ぎ
て
、「
み
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ち
の
く
は
」
歌
の
働
き
を
見
落
と
し
て
い
る
。
古
注
釈
の
殆
ど
に
本

歌
と
し
て
あ
が
る
「
み
ち
の
く
は
」
歌
は
、
一
首
の
骨
格
に
さ
え
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
以
降
、第
三
と
第
四
節
で
は
、「
み
ち
の
く
は
」

歌
の
古
注
釈
、
及
び
そ
の
背
景
に
あ
る
「
東
歌
」
と
陸
奥
に
ま
つ
わ

る
同
時
代
の
認
識
を
考
察
す
る
こ
と
で
、「
綱
手
か
な
し
も
」
が
孕
む

問
題
を
検
討
し
、実
朝
歌
の
基
盤
を
解
明
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

第
五
節
で
は
「
み
ち
の
く
は
」
歌
の
世
界
に
立
脚
し
つ
つ
、「
河
上
の
」

歌
の
「
常
に
も
が
も
な
」
を
取
り
入
れ
た
実
朝
歌
の
手
法
と
歌
意
を

検
討
す
る
。

三　
﹃
古
今
和
歌
集
﹄「
東
歌
」
の
「
綱
手
か
な
し
も
」

「
綱
手
か
な
し
も
」
の
問
題
を
考
え
る
の
に
、「
み
ち
の
く
は
」
歌

の
古
注
釈
は
参
考
と
な
る
。

み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
し
ほ
が
ま
の
浦
ご
く
船
の
綱
手

か
な
し
も　

 

（
古
今
集
・
東
歌
・
一
〇
八
八
）

当
該
歌
は
、﹃
古
今
集
﹄「
東
歌
」
の
「
陸
奥
歌
」
の
二
首
目
と
し

て
収
載
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
歌
意
は
、
早
い
段
階
か
ら
不
明

瞭
で
あ
っ
た
。﹃
顕
注
密
勘
﹄
に
、
当
該
歌
に
対
す
る
教
長
、
清
輔
、

顕
昭
、
定
家
四
人
の
見
解
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
A
~
D
を
付

し
、
要
点
に
傍
線
を
引
く
。

A
教
長
卿
云
、（
中
略
）
①
つ
な
で
か
な
し
は
、
ひ
く
人
な
し
と

云
ふ
也
。
ひ
か
る
べ
き
も
の
、ひ
か
る
る
事
も
な
け
れ
ば
と
也
。

か
な
し
と
云
ふ
に
さ
は
き
こ
ゆ
る
也
。
B
清
輔
朝
臣
云
、
是
は

よ
の
は
か
な
き
事
を
、み
ち
の
国
に
て
よ
め
り
け
る
に
や
。（
中

略
）
②
こ
ぎ
行
舟
の
あ
と
の
白
波
な
ど
よ
め
る
心
也
。
C
今
案

ず
る
に
、（
中
略
）「
み
ち
の
く
は
い
づ
ら
は
あ
れ
ど
」
と
は
、

③
陸
奥
の
中
に
ぞ
浦
の
海
山
に
つ
け
て
、
を
か
し
き
歌
枕
い
づ

ら
は
お
ほ
く
あ
れ
ど
も
、
し
ほ
が
ま
の
浦
こ
ぐ
舟
の
あ
り
さ
ま

を
見
る
ば
か
り
、
心
ぼ
そ
く
物
あ
は
れ
に
う
ら
が
な
し
き
事
や

は
あ
る
と
よ
み
た
る
に
も
や
侍
ら
ん
。（
中
略
）
D
相
公
宮
司

の
説
分
明
に
侍
れ
ど
も
、
歌
心
に
む
げ
に
か
な
ひ
侍
ら
ぬ
に
、

此
今
案
説
と
侍
は
、
す
な
は
ち
年
来
習
知
た
る
説
に
侍
め
り
。

「
み
ち
の
く
は
い
づ
く
も
お
ほ
か
れ
ど
、
浦
こ
ぐ
舟
の
つ
な
て

か
な
し
も
」
と
は
、
④
ま
こ
と
に
悲
歎
に
は
あ
ら
ず
、
お
も
し

ろ
し
も
と
云
ふ
や
う
な
る
詞
也
。
あ
は
れ
に
も
、
う
ら
が
な
し

く
も
と
侍
、
尤
叶
愚
意
。 

（
顕
注
密
勘
）

教
長
は
、
綱
引
き
に
人
を
引
き
立
て
る
と
い
う
比
喩
が
響
く
と
読

み
、「
綱
手
か
な
し
も
」
の
理
由
を
引
き
立
て
る
人
が
い
な
い
と
い
う

人
事
に
求
め
た
（
①
）。
清
輔
は
、
心
細
い
海
上
の
風
景
を
満
誓
歌

を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
明
し
、
一
首
の
心
は
出
航
の
不
安
か
ら
く

る
無
常
の
感
慨
に
あ
る
と
主
張
す
る
（
②
）。
顕
昭
は
、
上
句
を
、

陸
奥
で
は
風
景
が
美
し
い
場
所
な
ら
他
に
も
多
く
あ
る
が
、
塩
釜
の
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浦
ほ
ど
深
く
心
を
打
た
れ
る
所
は
な
い
と
理
解
す
る
（
③
）。
陸
奥

を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
綱
手
」
が
陸
奥
の
代
表
的
な

歌
枕
で
あ
る
塩
釜
の
一
点
景
と
し
て
「
か
な
し
」
と
感
じ
ら
れ
る
と

い
う
論
理
が
成
り
立
つ
。
定
家
は
「
悲
歎
に
あ
ら
ず
」
と
、教
長
（
相

公
）
と
清
輔
（
宮
司
）
へ
の
異
議
を
示
し
て
、「
お
も
し
ろ
し
も
」
と

自
説
を
打
ち
出
す
。「
あ
は
れ
に
も
、
う
ら
が
な
し
く
も
」
は
、
顕

昭
の
「
心
ぼ
そ
く
物
あ
は
れ
に
う
ら
が
な
し
き
事
」
に
類
似
し
、
塩

釜
の
歌
枕
と
し
て
の
側
面
を
自
ら
の
言
葉
で
改
め
て
説
明
し
際
立
た

せ
る
（
④
）。
つ
ま
り
、
定
家
は
、「
綱
手
」
が
陸
奥
の
代
表
的
な
歌

枕
で
あ
る
塩
釜
の
一
点
景
で
あ
る
こ
と
を
基
軸
に
一
首
の
本
意
を
把

握
し
、「
か
な
し
も
」
を
、「
綱
手
」
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
塩
釜
や
陸
奥

に
も
関
わ
る
感
情
だ
と
理
解
し
て
い
る
。

「
か
な
し
」
は
、
大
浦
誠
士
が
「
自
分
の
力
で
は
如
何
と
も
し
が

た
い
情
動
が
心
に
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
状
態
」
で
あ
り
、「「
愛
し
い
」

「
悲
し
い
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

そ
の
両
者
が
混
在
す
る
例
も
見
ら
れ
」
る
と
指
摘
す
る
よ
う
に)

11
(

、

哀
愁
が
付
き
ま
と
う
ほ
ど
の
深
い
感
動
を
表
わ
す
語
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
。「
綱
手
」
に
触
発
さ
れ
た
「
か
な
し
も
」
に
対
す
る
定

家
の
把
握
は
、
万
葉
以
来
の
認
識
に
符
合
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
難
解
と
さ
れ
て
き
た
「
み
ち
の
く
は
」
歌
に
つ
い

て
、
定
家
は
「
綱
手
」
を
陸
奥
に
お
け
る
塩
釜
の
点
景
と
捉
え
、「
か

な
し
も
」
を
風
景
美
に
触
発
さ
れ
た
深
い
感
動
と
理
解
し
た
。
こ
の

理
解
は
、
定
家
が
実
朝
歌
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
か
と
い
う
こ
と

に
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
実
朝
歌
は
、
定
家
に
よ
っ
て
﹃
新
勅
撰

集
﹄
に
入
集
さ
れ
、﹃
百
人
秀
歌
﹄
に
撰
入
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の

歌
が
定
家
に
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
評
価
と
陸

奥
に
対
す
る
定
家
の
理
解
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
朝

歌
は
、「
み
ち
の
く
は
」
歌
が
提
示
す
る
陸
奥
の
世
界
に
立
脚
し
な
が

ら
新
た
な
意
匠
を
加
え
た
一
首
と
し
て
、
定
家
の
目
に
映
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ら
ば
、定
家
が
東
国
や
陸
奥
を
い
か
に
把
握
し
て
い
た
の
か
は
、

実
朝
歌
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
課
題
と
な
る
。
次
節
で
は
、
実
朝

歌
が
評
価
さ
れ
る
背
景
に
踏
み
込
ん
で
、定
家
に
お
け
る
﹃
古
今
集
﹄

「
東
歌
」
と
陸
奥
を
考
え
る
。

四　

定
家
に
お
け
る
﹃
古
今
和
歌
集
﹄「
東
歌
」
と
陸
奥

﹃
顕
注
密
勘
﹄
に
、
定
家
は
「
陸
奥
歌
」
の
一
首
目
（
一
〇
八
七
）

の
注
に
以
下
の
よ
う
に
書
き
記
す
。

凡
此
部
歌
、
與
二
日
月
一
倶
懸
、
而
鬼
神
争
レ
奥
、
非
二
短
慮
所
一レ

及)
12
(

。

「
此
部
」
は
﹃
古
今
和
歌
集
﹄「
東
歌
」（
一
〇
八
七
~
一
一
〇
〇
）

を
指
す
。「
東
歌
」
に
「
陸
奥
歌
」「
相
模
歌
」「
常
陸
歌
」「
甲
斐
歌
」
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「
伊
勢
歌
」
が
含
ま
れ
る
。
大
意
は
、
こ
の
部
の
歌
は
月
日
と
と
も

に
懸
か
り
、
鬼
神
と
奥
深
さ
を
競
う
ほ
ど
に
深
遠
な
も
の
で
、
凡
人

の
理
解
が
及
ば
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
、
昭
明
太
子
﹃
文
選
﹄
序
を

出
典
と
す
る
言
葉
で
あ
る
。

若
夫
姫
公
之
籍
、
孔
父
之
書
、
與
二
日
月
一
倶
懸
、
鬼
神
争
レ
奥
。

﹇
六
臣
注
「
向
曰
、
奥
深
也
。
言
周
孔
之
書
、
明
並
二
日
月
一
、

深
如
二
鬼
神
一
也
」﹈ 

（
文
選
）

周
公
と
孔
子
の
著
作
に
つ
い
て
、
そ
の
普
遍
性
・
永
久
性
と
奥
深

さ
を
讃
え
る
文
で
あ
る
。「
鬼
神
争
奥
」
の
「
奥
」
は
、
呂
向
注)

13
(

に

よ
る
と
「
深
」
と
同
意
で
あ
る
。
周
孔
の
書
は
、
古
代
中
国
な
い
し

漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
規
定
す
る
根
源
的
な
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
言
う
に
も
憚
れ
る
よ
う
な
根
源
性
に
由
来
す

る
普
遍
性
・
永
続
性
と
深
遠
性
へ
敬
意
を
表
す
言
葉
が
、「
與
二
日
月
一

倶
懸
、
鬼
神
争
レ
奥
」
で
あ
ろ
う
。﹃
文
選
﹄
序
は
、﹃
経
国
集
﹄
序)

14
(

に
も
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
、
平
安
貴
族
の
教
養
と
し
て
広
く
享
受
さ

れ
て
い
た
。
定
家
が
﹃
文
選
﹄
序
の
言
葉
を
援
用
し
た
の
は
、﹃
古
今

集
﹄「
東
歌
」
に
、
根
源
的
な
も
の
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
、
あ
る

種
の
普
遍
性
・
永
久
性
と
奥
深
さ
を
見
出
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。

ま
た
、定
家
が
そ
の
よ
う
に
把
握
し
た
背
景
に
、﹃
古
今
集
﹄「
東
歌
」

に
対
す
る
院
政
期
以
来
の
認
識
も
あ
る
。﹃
古
今
集
顕
昭
注
﹄に
、「
東

歌
」
の
編
纂
理
由
を
法
華
経
に
関
連
さ
せ
て
説
明
す
る
教
長
の
見
解

（
E
）
と
、
そ
れ
を
疑
問
視
す
る
顕
昭
の
説
（
F
）
が
見
ら
れ
る
。

E
又
教
長
卿
云
、（
中
略
）
六
十
六
国
ミ
ナ
ツ
ク
シ
ガ
タ
ケ
レ
バ
、

方
ノ
ハ
ジ
メ
ナ
ル
ガ
ユ
ヱ
ニ
東
国
ヲ
イ
ダ
セ
リ
。﹃
法
華
経
﹄

ニ
仏
ノ
眉
間
ノ
光
ハ
ナ
チ
行
ヲ
モ
、「
照
於
東
方
」ト
カ
ケ
ル
ハ
、

十
方
オ
ナ
ジ
カ
ル
ベ
ケ
レ
ド
、
方
ノ
ハ
ジ
メ
ナ
レ
バ
、
東
方
ヲ

ア
ゲ
タ
リ
ト
イ
フ
ガ
如
シ
。
F
顕
昭
云
、
タ
ダ
都
ニ
ア
ル
人
ノ

東
国
ノ
歌
許
ヲ
ヨ
ミ
、
又
諸
国
ノ
歌
ハ
オ
ホ
カ
ル
中
ニ
、
ア
ヅ

マ
ノ
歌
バ
カ
リ
ヲ
ア
ゲ
タ
ラ
バ
コ
ソ
ハ
、
カ
ク
ハ
釈
セ
ラ
レ
ハ

ベ
ラ
メ
。﹃
万
葉
集
﹄
ノ
中
ニ
東
歌
ト
テ
、
大
略
一
巻
ニ
テ
ハ

ベ
メ
レ
バ
、
イ
カ
ガ
ト
キ
コ
ユ
。
カ
レ
ハ
オ
ホ
ヤ
ウ
、
防
人
ガ

歌
也
。
序
品
ノ
放
光
瑞
ハ
、
諸
方
ヲ
テ
ラ
シ
テ
ラ
サ
ズ
、
キ
ハ

メ
タ
ル
オ
ボ
ツ
カ
ナ
キ
事
ナ
ル
ヲ
、
一
ノ
心
ニ
テ
コ
ソ
、
方
ノ

始
ヲ
ア
グ
ト
ハ
釈
シ
テ
ハ
ベ
レ
、
能
々
可
レ
案
事
也
。

 

（
古
今
集
顕
昭
注
）

教
長
に
よ
れ
ば
、
六
十
六
の
国
々
の
な
か
に
東
国
の
歌
だ
け
が
選

ば
れ
た
の
は
、
東
は
す
べ
て
の
空
間
を
代
表
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
例
証
に
﹃
法
華
経
﹄
の
「
照
於
東
方
」
が
引
用
さ
れ
た
。
そ
れ

に
対
し
、
顕
昭
は
、
都
の
歌
人
は
東
国
の
歌
だ
け
を
詠
ん
だ
わ
け
で

も
な
け
れ
ば
、
諸
国
の
歌
に
東
歌
だ
け
が
特
別
に
選
ば
れ
た
わ
け
で

も
な
い
事
実
を
指
摘
し
、
教
長
説
の
前
提
を
否
定
す
る
。﹃
万
葉
集
﹄

に
お
け
る
防
人
歌
の
存
在
も
教
長
説
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
し
、﹃
法
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華
経
﹄
の
序
品
に
た
だ
「
照
於
東
方
」
と
あ
る
だ
け
で
、
十
方
を
照

ら
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
と
、
教
長
説
に
疑
問
符
を
打

つ
。教

長
説
は
一
種
の
付
会
で
あ
ろ
う
。
顕
昭
は
そ
れ
を
不
審
が
る
も

の
の
結
局
自
説
を
出
せ
な
か
っ
た
。遅
く
と
も
院
政
期
以
降
、「
東
歌
」

の
編
纂
理
由
が
不
明
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
定
家
の
東
歌
把
握

の
背
景
に
、
そ
う
し
た
注
釈
史
の
状
況
が
あ
る
が
、
不
明
な
存
在
ほ

ど
関
心
を
惹
き
寄
せ
る
も
の
は
な
か
ろ
う
。
定
家
は
、
な
ぜ
存
在
す

る
か
が
不
明
な
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
遥
か
昔
か
ら
ず
っ
と
存
在

し
て
い
た
難
解
な
「
東
歌
」
に
、
あ
る
種
の
神
秘
な
根
源
性
を
感
じ

取
っ
た
か
ら
、﹃
文
選
﹄
序
の
言
葉
に
因
ん
で
、
そ
の
普
遍
性
・
永
遠

性
と
奥
深
さ
を
褒
め
讃
え
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
は
「
東
歌
」
に
対
す
る
定
家
の
認
識
だ
が
、
そ
れ
と
深
く
関

わ
る
も
の
に
陸
奥
に
関
す
る
彼
の
見
解
が
あ
る
。﹃
最
勝
四
天
王
院

障
子
和
歌
﹄
の
名
所
選
定
及
び
場
所
配
置
に
当
た
り
、
陸
奥
の
歌
枕

の
配
置
に
関
し
て
、
定
家
は
﹃
明
月
記
﹄
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）

四
月
二
一
日
条
に
以
下
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

東
方
端
方
閑
所
﹇
其
所
弘
、
有
レ
間
レ
数
﹈、
令
レ
書
二
陸
奥
一
﹇
此

国
殊
幽
玄
、
名
所
多
、
難
レ
棄
、
仍
御
所
遠
キ
方
に
書
レ
之
、

不
レ
可
二
以
レ
乱
干
一レ
和
之
故
也
、以
レ
之
用
二
隠
方
一
﹈。（
明
月
記
）

東
の
方
角
で
端
の
方
の
静
か
な
所
に
陸
奥
を
書
か
せ
る
。
こ
の
国

は
特
に
幽
玄
で
、
名
所
が
多
く
、
捨
て
が
た
い
。
そ
こ
で
御
所
の
遠

い
方
に
配
置
す
る
。乱
を
以
て
和
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
故
な
の
だ
。

こ
れ
を
以
て
隠
れ
た
場
所
に
置
く
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
不
レ

可
二
以
レ
乱
干
一レ
和
」
は
、
白
居
易
﹃
新
楽
府
﹄「
法
曲
」
に
拠
る
言

い
方
で
あ
る
。
渡
邉
裕
美
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
定
家
は
、
乱
れ

る
夷
狄
の
音
楽
を
宮
廷
の
法
曲
に
取
り
入
れ
、
和
の
華
声
を
乱
し
た

翌
年
に
北
方
異
民
族
の
乱
が
生
じ
た
と
歌
う
「
法
曲
」
の
論
理
を
、

陸
奥
の
場
所
配
置
に
借
用
し
た
の
で
あ
る
。
渡
邉
裕
美
子
は
「
陸
奥

の
名
所
絵
と
歌
が
御
所
の
中
核
部
分
に
配
さ
れ
れ
ば
、
現
実
の
政
治

上
で
も
都
を
蹂
躙
さ
れ
る
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
」
が
あ
る
と
論
じ
る)

15
(

。
こ
の
よ
う
に
、

定
家
に
お
い
て
陸
奥
は
聊
か
物
騒
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
捨
て
が
た
い
の
は
、
陸
奥
に
格
別
な
魅
力
を
感
じ
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

陸
奥
は
、
都
か
ら
最
も
遠
く
離
れ
た
土
地
で
、
古
く
か
ら
人
々
の

関
心
を
寄
せ
続
け
て
い
た
。﹃
伊
勢
物
語
﹄の
業
平
と
思
わ
れ
た
昔
男
、

﹃
大
和
物
語
﹄
五
八
段
の
兼
盛
、
実
方
、
重
之
、
能
因
、
西
行
等
の

故
事
と
和
歌
が
想
起
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。「
都
を
ば
霞
と
と
も
に

立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
（
後
拾
遺
集
・
羇
旅
・
五
一
八
）」

と
能
因
が
歌
う
よ
う
に
、
遥
け
さ
が
誘
う
憧
れ
が
そ
の
情
緒
の
根
底

に
あ
る
。
一
方
、
貴
種
が
流
離
す
る
辺
境
・
鄙
と
し
て
も
想
像
さ
れ
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る
。
憧
憬
の
的
で
あ
り
な
が
ら
、
憂
鬱
な
物
悲
し
さ
を
誘
う
両
義
的

な
存
在
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
古
く
か
ら
陸
奥
に
ま
と
わ
り
つ

く
諸
々
の
情
緒
を
、
定
家
は
「
幽
玄
」
と
い
う
語
で
言
い
表
そ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
幽
玄
」
は
、
歌
学
的
評
語
な
の
か
、
日
常
用
語
な
の
か
に

つ
い
て
議
論
が
あ
る
。
渡
邉
裕
美
子
は
、
そ
れ
が
歌
の
詩
情
に
関
す

る
発
言
で
、
歌
合
評
語
と
関
わ
り
が
あ
る
歌
学
の
評
価
だ
と
主
張
す

る)
16
(

。
最
勝
四
天
王
院
障
子
の
名
所
選
定
と
配
置
に
当
た
る
専
門
歌

人
と
し
て
の
定
家
の
立
場
を
考
慮
す
る
と
、
首
肯
で
き
る
見
解
で
あ

る
。
で
は
、
定
家
は
「
幽
玄
」
を
歌
合
の
評
語
と
し
て
ど
の
よ
う
に

用
い
た
の
か
。
以
下
の
よ
う
に
四
例
が
確
認
で
き
る)

17
(

。

　
　
　

一
番　

左
持　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

玉
津
島
海
人

ａ
万
代
を
山
田
の
原
の
あ
や
杉
に
風
し
き
た
て
て
声
よ
ば
ふ
な
り

 

（
宮
河
歌
合
・
一
）

　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
輪
山
老
翁

ｂ 

流
れ
い
で
て
み
跡
た
れ
ま
す
瑞
垣
は
宮
河
よ
り
や
わ
た
ら
ひ
の

し
め 

（
宮
河
歌
合
・
二
）

　
　
　
　

 

左
右
歌
、
義
隔
二
凡
俗
一
、
興
入
二
幽
玄
一
、（
中
略
）
短
慮

易
レ
迷
、
浅
才
難
レ
及
者
歟
、
仍
先
為
レ
持
。

　
　
　

七
百
五
十
一
番　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
房

　

 

秋
の
虫
の
て
だ
ま
も
ゆ
ら
に
織
る
は
た
を
誰
来
て
見
よ
と
野
辺

の
夕
暮
れ 

（
千
五
百
番
歌
合
・
秋
四
・
一
五
〇
〇
・
後
鳥
羽
院
）

　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
阿

ｃ 

月
は
こ
れ
あ
は
れ
を
人
に
つ
く
さ
せ
て
西
へ
つ
ひ
に
は
誘
ふ
な

り
け
り 

（
千
五
百
番
歌
合
・
秋
四
・
一
五
〇
一
・
俊
成
）

　
　
　
　

 

右
、
寄
二
瞻
望
於
秋
月
一
、
凝
二
観
念
於
西
天
一
許
也
、

幽
玄
之
詞
、
雖
二
頗
異
一レ
他
、
勝
負
之
思
、
更
難
レ
及
レ

左
者
歟
。

　
　
　

七
百
八
十
番　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顕
昭

　

 

な
き
ま
さ
る
お
の
が
声
に
や
き
り
ぎ
り
す
ふ
け
ゆ
く
夜
半
の
ほ

ど
を
知
る
ら
ん 

（
千
五
百
番
歌
合
・
秋
四
・
一
五
五
八
・
顕
昭
）

　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
阿

ｄ
古
里
は
ひ
と
り
も
月
を
見
つ
る
か
な
姨
捨
山
を
何
思
ひ
け
ん

 

（
千
五
百
番
歌
合
・
秋
四
・
一
五
五
九
・
俊
成
）

　
　
　
　

 

右
、
玄
兔
之
影
、
極
二
旧
里
之
閑
望
一
、
褊
二
名
所
之
遠

情
一
、
心
尤
幽
玄
、
足
二
於
賞
翫
一
者
歟
。

　
　
　

二
十
四
番　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
家

　
 

月
影
は
秋
の
夜
な
が
ら
住
の
江
の
幾
千
年
に
か
あ
い
お
ひ
の
松

 

（
名
所
月
歌
合
・
四
七
・
定
家
）

　
　
　

右
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

高
倉

ｅ 

里
は
荒
れ
て
伏
見
の
秋
を
来
て
問
へ
ば
月
こ
そ
や
ど
れ
浅
茅
生

の
露 

（
名
所
月
歌
合
・
四
八
・
高
倉
）
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住
江
月
、
又
雖
レ
募
二
神
社
之
威
一
、
伏
見
秋
、
殊
入
二

幽
玄
之
境
一
、
仍
為
レ
勝
。

﹃
宮
河
歌
合
﹄
以
外
、
全
て
の
歌
に
月
が
詠
み
こ
ま
れ
る
。
夜
の

闇
に
静
か
に
照
り
輝
く
月
の
光
は
、
遠
く
離
れ
た
時
と
所
を
結
び
つ

け
、
今
こ
こ
と
対
置
さ
れ
る
別
の
時
空
間
へ
我
々
を
い
ざ
な
う
。
羇

旅
歌
に
月
が
よ
く
詠
み
込
ま
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
所
以
で
あ
る
。
例

え
ば
、「
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月

か
も
（
古
今
集
・
羇
旅
・
四
〇
六
・
安
倍
仲
麿
）」
に
見
え
る
よ
う
に
、

今
の
旅
先
を
照
ら
す
月
の
光
が
過
去
の
故
郷
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
、

郷
愁
を
誘
う
。
ｃ
歌
で
は
西
方
浄
土
、
ｄ
歌
で
は
故
郷
の
過
去
、
ｅ

歌
で
は
荒
れ
果
て
た
邸
宅
が
象
徴
す
る
失
わ
れ
た
時
間
が
、
そ
れ
ぞ

れ
月
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。﹃
宮
河
歌
合
﹄の
二
首
が「
幽
玄
」

と
評
さ
れ
た
の
も
、
遥
か
昔
の
時
間
が
志
向
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
時
間
は
神
域
で
あ
る
伊
勢
神
宮
が
象
徴
す
る
太
古
で
あ
り
、
今

を
規
定
す
る
始
原
的
な
も
の
で
あ
る)

18
(

。
極
簡
略
的
に
ま
と
め
る
と
、

「
幽
玄
」
は
、
俗
界
・
日
常
的
な
時
空
間
と
対
置
さ
れ
た
超
越
的
な

時
空
間
を
志
向
す
る
所
に
感
じ
ら
れ
る
深
遠
な
情
緒
を
さ
す
用
語
と

し
て
理
解
で
き
よ
う
。
定
家
が
陸
奥
を
「
幽
玄
」
と
表
現
し
た
の
は
、

陸
奥
の
歌
枕
が
刺
激
す
る
遥
か
な
未
知
な
る
土
地
へ
の
憧
憬
と
哀
愁

の
中
に
、
到
達
し
え
な
い
始
原
的
な
超
越
的
な
時
空
間
へ
の
志
向
を

認
め
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
定
家
に
お
け
る
﹃
古
今
集
﹄「
東
歌
」

と
陸
奥
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
現
在
を
規
定
す
る
始
原
性
、
そ
し
て
到

達
不
可
能
な
奥
深
さ
に
お
い
て
通
底
す
る
。

塩
釜
を
歌
う
「
み
ち
の
く
は
」
歌
を
本
歌
に
し
て
詠
ん
だ
実
朝
歌

は
、
定
家
の
目
に
、
こ
う
し
た
陸
奥
に
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
も
う

と
す
る
歌
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
「
幽
玄
」
の
陸
奥

の
世
界
が
鮮
や
か
に
生
か
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
定
家
は
高
く
評
価
し

た
の
で
は
な
い
か
。
な
ら
ば
、
こ
の
一
首
は
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ

た
も
の
な
の
か
。
第
五
節
で
は
、
そ
の
手
法
に
つ
い
て
考
察
し
、
歌

意
を
提
示
す
る
。

五　

実
朝
の
本
歌
取
り

実
朝
歌
は
本
歌
を
二
首
取
っ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

実
朝
の
こ
の
手
法
を
端
的
に
本
歌
取
り
と
呼
称
す
る
先
行
研
究
は
多

く
は
な
い
。
通
常
、
本
歌
取
り
と
言
え
ば
、
高
度
な
技
巧
性
と
表
現

意
識
が
あ
る
詩
的
な
方
法
、
中
で
も
定
家
の
そ
れ
が
想
起
さ
れ
る
一

方
、
実
朝
の
そ
れ
は
、
初
学
的
な
勉
強
法
と
し
て
認
識
さ
れ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
個
性
的
な
秀
歌
数
首
を
除
け
ば
、﹃
金
槐

和
歌
集
﹄
所
収
歌
の
大
部
分
は
、
先
行
歌
の
詞
句
を
取
る
だ
け
で
新

し
い
所
が
少
な
い
。
し
か
し
、
実
朝
の
方
法
は
本
当
に
定
家
の
提
唱

す
る
自
覚
的
な
技
法
と
全
く
無
縁
な
の
か
。
特
に
い
ま
問
題
と
す
る

「
世
の
中
は
」
歌
の
場
合
、
そ
こ
に
試
み
ら
れ
た
作
歌
方
法
は
、
定
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家
の
本
歌
取
り
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

本
歌
取
り
に
対
す
る
定
家
の
見
解
は
、﹃
近
代
秀
歌
﹄﹃
詠
歌
大
概
﹄

に
確
認
で
き
る
。﹃
近
代
秀
歌
﹄
の
原
型
本
は
実
朝
に
宛
て
た
手
紙

で
も
あ
り
、直
接
に
実
朝
の
創
作
に
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、

﹃
詠
歌
大
概
﹄
は
、
承
久
の
乱
後
の
成
立
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る

が)
19
(

、
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
内
容
上
﹃
近
代
秀
歌
﹄
と
極

め
て
近
い
か
ら
、
成
立
時
期
が
そ
う
離
れ
て
は
い
な
い
と
も
思
わ
れ

る
。
実
朝
の
目
に
触
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る)
20
(

。
実
際
目
に
し
た
こ
と
が
な
く
と
も
、﹃
詠
歌
大
概
﹄の
考
え
方
は
、

﹃
近
代
秀
歌
﹄
に
通
じ
る
も
の
で
、
本
歌
取
り
に
対
す
る
定
家
の
一

貫
し
た
認
識
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
朝
に
宛
て
た
﹃
近
代
秀
歌
﹄
に
、
本
歌
取
り
の
理
念
は
簡
潔
に

説
明
さ
れ
る
。

詞
は
古
き
を
し
た
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
、
及
ば
ぬ
高
き
姿

を
ね
が
ひ
て
、
寛
平
以
往
の
歌
に
な
ら
は
ば
、
お
の
づ
か
ら
宜

し
き
こ
と
も
な
ど
か
侍
ら
ざ
ら
む
。
古
き
を
こ
ひ
ね
が
ふ
に
と

り
て
、
昔
の
詞
を
あ
ら
た
め
、
よ
み
す
ゑ
た
る
を
即
ち
本
歌
と

す
と
申
す
な
り
。 

（
近
代
秀
歌
（
遣
送
本
））

歌
を
詠
む
際
、
言
葉
は
古
さ
を
倣
い
、
心
は
新
し
さ
を
追
求
す
る

の
だ
と
い
う
。「
情
以
レ
新
為
レ
先
、詞
以
レ
旧
可
レ
用
」
と
始
ま
る
﹃
詠

歌
大
概
﹄
の
基
本
的
な
姿
勢
と
一
致
す
る
。﹃
詠
歌
大
概
﹄
は
、
本

歌
取
り
の
細
則
に
も
言
及
す
る
。

但
取
二
古
歌
一
詠
二
新
歌
一
事
、
五
句
之
中
及
二
三
句
一
者
頗
過
分

無
二
珍
気
一
。
二
句
之
上
三
四
字
免
レ
之
。
猶
案
レ
之
以
二
同
事
一

詠
二
古
歌
詞
一
頗
無
レ
念
歟
﹇
以
レ
花
詠
レ
花
、
以
レ
月
詠
レ
月
﹈。

以
二
四
季
歌
一
詠
二
恋
雑
歌
一
、
以
二
恋
雑
歌
一
詠
二
四
季
歌
一
。
如
レ

此
之
時
無
下
取
二
古
歌
一
之
難
上
歟
。 

（
詠
歌
大
概
）

本
歌
は
五
句
の
中
に
三
句
以
上
取
る
と
新
味
が
な
い
の
で
、
二
句

に
加
え
て
三
、
四
字
が
上
限
で
あ
る
。
ま
た
、
本
歌
を
と
る
際
、
主

題
・
部
類
を
変
え
る
よ
う
勧
告
す
る
。

実
朝
歌
は
、
以
上
の
定
家
の
考
え
方
か
ら
見
る
と
、
二
つ
の
特
徴

が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
本
歌
が
二
首
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
二
首

取
り
は
、
定
家
の
歌
論
書
に
言
及
さ
れ
な
い
。
二
首
取
っ
た
ら
本
歌

の
比
重
が
大
き
く
な
り
、
そ
れ
だ
け
新
し
さ
が
出
に
く
く
な
る
か
ら

論
外
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
朝
歌
の
場
合
、
二
首
取
り
で

は
あ
る
が
、﹃
詠
歌
大
概
﹄
の
規
定
す
る
、「
二
句
之
上
三
四
字
」
と
い

う
上
限
に
ぎ
り
ぎ
り
収
ま
っ
て
い
る
。
新
し
さ
の
余
地
は
、
多
く
は

な
い
が
、
残
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
本
歌
二
首
も
実

朝
歌
も
全
て
旅
歌
で
あ
る
点
に
あ
る
。「
常
に
も
が
も
な
」
は
、
左

記
の
万
葉
歌
か
ら
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

明
日
香
清
御
原
宮
御
宇
天
武
皇
代
天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
、
諡
曰
天
武
天
皇

　
　

 

天
武
第
五
皇
女
、
十
市
母
額
田
姫
子
十
市
皇
女
参
赴
於
伊
勢
神
宮
時
、
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見
二
波
多
横
山
巌
一
、
吹
黄
刀
自
作
歌

河カ
ハ

上ノ
ヘ

乃ノ　

湯ユ

都ツ

盤ハ
ノ
ム
ラ村
二ニ　

草ク
サ

武ム

サ

ズ
左
受　

常ツ
ネ

丹ニ

毛モ

冀ガ
モ

名ナ　

常ト
コ

處ヲ
ト
メ女

煑ニ

テ手 

（
万
葉
集
・
巻
一
・
二
二
・
吹
黄
刀
自
）

十
市
皇
女
は
天
武
天
皇
の
皇
女
で
、
伊
勢
神
宮
は
壬
申
の
乱
で
勝

利
を
導
か
せ
た
と
信
じ
る
天
武
天
皇
が
篤
く
信
仰
す
る
聖
地
で
あ

る
。
一
首
は
、
伊
勢
参
詣
の
途
中
、
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
、
草
が
生

え
な
い
滑
ら
か
な
巨
石
群
を
目
に
し
て
、
そ
の
瑞
々
し
い
若
々
し
さ

に
あ
や
か
ろ
う
と
、
永
遠
の
若
さ
を
祈
祷
す
る
歌
で
あ
る
。
旅
の
途

中
、
目
に
し
た
景
物
が
抒
情
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
。
旅
歌
で
あ
る

と
、
契
沖
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
注
釈
に
指
摘
さ
れ
る)

21
(

。

一
方
、「
み
ち
の
く
は
」
歌
は
、
陸
奥
の
風
景
を
眺
め
る
作
中
主
体

が
、
都
か
ら
旅
し
て
き
た
旅
人
か
流
離
し
て
き
た
貴
種
を
想
起
さ
せ

る
。
新
古
今
時
代
に
お
い
て
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
昔
男
か
ら
、
実
方
や

能
因
、
西
行
な
ど
に
至
る
ま
で
、
陸
奥
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
の
積

み
重
ね
が
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
陸
奥

は
流
離
す
る
貴
人
か
風
流
な
歌
人
の
旅
先
と
し
て
想
像
さ
れ
る
。
実

朝
歌
は
、﹃
新
勅
撰
集
﹄
に
羇
旅
部
に
部
類
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
定
家

に
旅
歌
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
首
と
も

旅
歌
で
あ
る
。

こ
の
摂
取
の
あ
り
方
は
、
明
ら
か
に
題
材
や
部
類
の
変
更
を
勧
め

る
﹃
詠
歌
大
概
﹄
の
内
容
と
衝
突
し
て
い
る
。
片
野
達
郎
は
、
実
朝

の
本
歌
取
り
の
手
法
は
、
初
心
者
向
け
の
﹃
近
代
秀
歌
﹄
の
教
示
を

受
け
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
高
度
な
技
巧
性
を
説
明
す
る
﹃
詠
歌
大

概
﹄
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
主
張
す
る)

22
(

。
し
か
し
、﹃
詠
歌
大
概
﹄

も
年
若
な
梶
井
宮
尊
快
法
親
王
宛
の
作
で
、
そ
う
高
度
な
内
容
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
本
歌
取
り
を
説
明
す
る
二
つ
の
重
要

な
文
献
は
、
い
ず
れ
も
和
歌
初
心
者
向
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
定
家
の
本
歌
取
り
を
考
え
る
際
に
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い

所
で
あ
る
。

題
材
や
部
類
の
変
更
を
説
く
﹃
詠
歌
大
概
﹄
の
勧
告
は
、
そ
う
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決
ま
り
で
は
な
い
。
初
心
者
に
と
っ
て
、
大
事

な
の
は
ま
ず
心
構
え
で
あ
ろ
う
。﹃
詠
歌
大
概
﹄
に
「
和
歌
無
二
師

匠
一
、
只
以
二
旧
歌
一
為
レ
師
、
染
レ
心
二
於
古
風
一
、
習
レ
詞
二
於
先
達
一

者
、誰
人
不
レ
詠
レ
之
哉
」
と
あ
る
よ
う
に
、和
歌
に
は
師
匠
が
な
く
、

一
定
の
基
準
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。﹃
詠
歌
大
概
﹄
の
教
示
は
、

技
術
的
知
識
・
方
法
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
の
と
こ

ろ
、
古
典
美
の
世
界
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
歌
詠

み
と
し
て
の
心
得
、
詩
情
の
目
指
す
べ
き
理
想
を
強
調
す
る
所
に
重

き
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
変
更
を
勧
め
た
の
は
、
初
心
者
に

は
同
じ
部
類
・
題
材
の
ま
ま
の
摂
取
で
は
新
味
を
出
す
の
が
難
し
い

か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
見
る
と
、
実
朝
歌
は
、
稚
拙
な
所
が
あ

る
が
、
技
巧
的
に
ま
た
詩
情
的
に
、
定
家
が
説
く
本
歌
取
り
の
考
え
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方
に
則
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
実
朝
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
心
を
獲
得
で
き
た

の
か
。

「
河
上
の
」
歌
に
お
け
る
「
常
に
も
が
も
な
」
は
、
滑
ら
か
で
堅

固
な
岩
石
が
象
徴
す
る
永
久
の
命
へ
の
希
求
を
表
出
す
る)

23
(

。「
常
に

も
が
も
な
」
の
「
常つ
ね

」
は
、「
常
処
女
」
の
「
常と
こ

」
に
重
な
り
、
結
句

へ
続
く
寿
ぎ
の
文
脈
を
つ
く
る
。「
常
処
女
」
の
「
常と
こ

」
は
「
床
」

と
同
根
で
堅
固
さ
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る)

24
(

。
そ
れ
を
取
り
込

ん
だ
実
朝
歌
の
上
句
は
、
永
遠
の
命
を
願
う
「
河
上
の
」
歌
の
余
韻

を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

一
方
、「
渚
こ
ぐ
海
人
の
小
舟
の
綱
手
か
な
し
も
」
は
、「
み
ち
の
く

は
」
歌
が
提
示
す
る
陸
奥
の
世
界
に
立
脚
す
る
。
陸
奥
は
、
風
流
な

歌
人
が
彷
徨
う
遥
か
な
異
郷
や
、
王
孫
が
流
離
す
る
辺
鄙
な
場
所
な

ど
と
し
て
想
像
さ
れ
て
き
た
。
定
家
は
、
そ
れ
を
「
幽
玄
」
と
表
現

し
、
陸
奥
に
あ
る
種
の
始
原
性
、
超
越
性
、
奥
深
さ
を
認
め
る
。
和

歌
の
世
界
で
絶
え
ず
構
築
さ
れ
な
が
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
陸
奥
の

美
が
、
実
朝
歌
の
出
発
点
を
為
し
て
い
る
。

「
河
上
の
」
歌
は
、
旅
先
、
目
に
触
れ
た
風
景
に
心
を
動
か
さ
れ
、

永
遠
の
命
を
願
う
。「
み
ち
の
く
は
」
歌
は
、
陸
奥
の
塩
釜
の
一
点

景
と
し
て
の
綱
手
を
見
て
、
哀
れ
に
も
う
ら
が
な
し
く
も
、
そ
う
し

た
景
に
深
く
感
動
さ
せ
ら
れ
た
と
詠
嘆
す
る
。
旅
先
で
あ
る
こ
と
、

見
る
こ
と
が
一
首
の
起
点
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
両
首
は
図
ら
ず

も
一
致
す
る
。
実
朝
歌
は
、
こ
の
一
致
に
よ
っ
て
、
上
句
と
下
句
が

繋
が
り
、
ま
た
、
こ
の
一
致
に
よ
っ
て
、
古
め
か
し
く
て
、
い
く
ぶ

ん
食
傷
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
陸
奥
の
情
緒
に
新
た
な
心
を
付
け
加

え
、
息
吹
を
吹
き
込
ん
で
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
陸
奥
に
ま

と
わ
り
つ
く
従
来
の
憂
鬱
な
感
傷
に
、
美
し
い
風
景
に
触
発
さ
れ
た

常
し
え
の
命
へ
の
希
求
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
実
朝
が
そ

れ
を
意
識
し
て
摂
取
し
た
か
ど
う
か
は
実
証
で
き
な
い
。
し
か
し
、

一
首
の
歌
と
し
て
実
朝
歌
は
、
奥
深
い
和
歌
の
歴
史
と
繋
が
る
よ
う

な
深
遠
さ
を
内
包
し
て
い
る
。定
家
は
そ
の
よ
う
に
実
朝
歌
を
読
み
、

高
く
評
価
し
た
の
だ
ろ
う
。

藤
平
春
男
は
﹃
新
古
今
と
そ
の
前
後
﹄
に
お
い
て
、
新
し
い
心
を

追
求
す
る
の
に
古
い
言
葉
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
一

見
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
定
家
の
訓
示
に
つ
い
て
、「
新
し
い

詩
情
の
世
界
は
、
新
し
い
発
見
で
は
あ
る
が
、
普
遍
的
な
美
の
一
つ

の
現
象
的
感
覚
的
顕
現
で
あ
り
、
そ
の
普
遍
美
を
充
分
に
形
象
化
し

て
い
る
三
代
集
な
ど
の
古
典
と
異
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る)

25
(

」

と
説
明
す
る
。
美
の
普
遍
性
が
、
古
い
言
葉
と
新
し
い
詩
情
の
繋
が

り
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
。
陸
奥
の
塩
釜
の
風
景
を
歌
う
「
み
ち
の

く
は
」
歌
は
、
普
遍
美
を
形
象
化
す
る
古
典
だ
と
す
れ
ば
、
万
葉
歌

か
ら
言
葉
を
借
り
て
、
こ
の
古
典
に
新
し
い
生
命
を
与
え
た
実
朝
歌
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は
、「
普
遍
的
な
美
の
一
つ
の
現
象
的
感
覚
的
顕
現
」
と
な
ろ
う
。
長

き
に
わ
た
っ
て
歌
人
た
ち
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
陸
奥
の
世
界
を
鮮

や
か
に
蘇
ら
せ
た
一
首
と
し
て
、
定
家
は
実
朝
歌
を
評
価
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
基
づ
き
、
一
首
の
歌
意
を
以
下
の
よ
う
に
解

釈
す
る
。

世
の
中
は
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ず
に
あ
り
た
い
も
の
だ
。
永
久

に
滑
ら
か
な
堅
固
な
岩
石
の
よ
う
に
。
今
目
の
前
に
、
波
打
ち
際
を

漕
い
で
い
る
漁
師
の
小
舟
の
引
綱
が
見
え
る
。
こ
の
美
し
く
も
憂
鬱

な
陸
奥
の
塩
釜
の
風
景
を
眺
め
て
い
た
ら
、
も
の
悲
し
く
も
し
み
じ

み
と
心
を
深
く
打
た
れ
る
。
こ
う
い
う
時
こ
そ
、
殊
更
そ
う
願
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
実
朝
の
代
表
歌
「
世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
渚
こ
ぐ
海

人
の
小
舟
の
綱
手
か
な
し
も
」
を
、
そ
れ
が
詠
ま
れ
た
新
古
今
時
代

に
位
置
付
け
て
、
そ
の
歌
意
と
手
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

実
朝
歌
は
、
上
二
句
と
下
三
句
が
繋
が
り
に
く
い
と
い
う
整
合
性

の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
代
表
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
歌
意
の
解
釈
に

揺
れ
が
あ
る
。
そ
の
歌
意
を
再
検
討
す
る
上
で
、
二
首
の
本
歌
が
重

要
で
あ
る
。
実
朝
歌
は
二
首
の
本
歌
に
お
け
る
一
致
に
よ
っ
て
整
合

し
た
一
首
と
し
て
成
立
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
古
く
か
ら
あ

っ
た
陸
奥
の
憂
鬱
な
美
に
、
永
遠
な
る
命
へ
の
切
実
な
希
求
と
深
い

感
動
を
吹
き
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

我
々
が
実
朝
を
考
え
る
と
き
、
や
や
も
す
れ
ば
彼
個
人
の
天
才
に

す
べ
て
を
帰
結
し
が
ち
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
そ
の
反
動
と

し
て
か
、
彼
の
歌
の
凡
庸
さ
を
指
摘
す
る
論
も
多
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
彼
の
歌
が
凡
庸
の
一
言
で
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ら

ば
、
後
世
に
高
く
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
我
々
が
実

朝
に
こ
れ
ほ
ど
に
も
心
を
惹
か
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
近
代
以
来

の
実
朝
像
が
大
き
い
。
こ
の
事
実
は
強
ち
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
像
は
、
そ
も
そ
も
彼
が
残
し
た
和
歌
を
頼
り
に
作
り
上
げ

た
虚
構
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
作
者
実
朝
は
想
像
さ
れ
た
幻
と
い

う
形
で
し
か
存
在
し
え
な
い
。
代
表
歌
で
あ
る
「
世
の
中
は
」
歌
に

つ
い
て
も
、
実
朝
本
人
の
作
意
よ
り
も
、
作
品
と
し
て
の
歌
そ
の
も

の
の
あ
り
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
。「
東
歌
」
と
陸
奥
へ
の
把
握
や
、

定
家
の
読
み
な
ど
、
新
古
今
時
代
前
後
の
文
脈
に
位
置
付
け
て
は
じ

め
て
、
歌
そ
の
も
の
の
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
当
該
歌
は
テ

キ
ス
ト
自
体
に
自
律
性
が
あ
り
、
作
者
の
思
惑
を
越
え
た
生
命
力
を

有
す
る
好
例
で
あ
ろ
う
。
実
朝
に
ま
つ
わ
る
虚
像
が
、
後
世
、
と
く

に
近
代
に
な
っ
て
盛
ん
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
濫
觴
を
な

し
た
の
が
定
家
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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本
文
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。
和
歌
は
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、﹃
金
槐

和
歌
集
﹄=
新
潮
日
本
古
典
集
成﹃
金
槐
和
歌
集
﹄（
底
本
は
定
家
所
伝
本
）、

﹃
万
葉
集
﹄
=
﹃
校
本
萬
葉
集
﹄
所
収
廣
瀬
本
。
そ
の
他
の
歌
は
、﹃
新
編

国
歌
大
観
﹄
に
拠
る
。
歌
論
は
、﹃
古
今
集
顕
昭
注
﹄﹃
近
代
秀
歌
﹄﹃
詠
歌

大
概
﹄﹃
八
雲
御
抄
﹄
=
﹃
日
本
歌
学
大
系
﹄、﹃
百
首
異
見
﹄﹃
三
奥
抄
﹄﹃
改

観
抄
﹄
=
﹃
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
﹄。﹃
百
人
一
首
宗
祇
抄
﹄
は
、﹃
百
人

一
首
宗
祇
抄　

姉
小
路
基
綱
筆
﹄（
編
者　

小
川
剛
生
）
に
拠
る
。﹃
顕
注

密
勘
﹄
は
、﹃
日
本
歌
学
大
系
﹄
を
参
考
し
な
が
ら
、
気
に
な
る
所
を
﹃
日

本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
﹄所
収
の
中
央
大
学
蔵
本
で
確
認
し
た
。﹃
明
月
記
﹄

は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
﹃
翻
刻
明
月
記
﹄
に
拠
る
。﹃
経
国
集
﹄
は
、
小

島
憲
之
﹃
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学　

中
（
下
）
Ⅰ
﹄（
本
文
の
底
本
は
﹃
群

書
類
従
﹄
の
現
刊
本
）
に
拠
る
。﹃
文
選
﹄
は
、寛
文
本
﹃
六
臣
注
文
選
﹄（
早

稲
田
大
学
古
典
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
に
拠
る
。
以
上
の
引
用
は
、
私
に

表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
漢
文
本
文
が
白
文
の
場
合
、
句
読

点
及
び
返
り
点
を
私
に
加
え
た
。

︻
注
︼

（
1
）
窪
田
章
一
郎
ほ
か
編　

日
本
古
典
鑑
賞
講
座
第
七
巻
﹃
古
今
集
・
新

古
今
集
・
山
家
集
・
金
槐
集
﹄（
角
川
書
店　

一
九
五
八
）

（
2
）
有
吉
保
・
松
野
陽
一
・
片
野
達
郎
編　

鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
十
七

巻
﹃
新
古
今
和
歌
集
・
山
家
集
・
金
槐
和
歌
集
﹄（
角
川
書
店　

一
九

八
三
）

（
3
）
長
谷
川
哲
夫
﹃
百
人
一
首
私
注
﹄（
風
間
書
房　

二
〇
一
五
）

（
4
）樋
口
芳
麻
呂　

新
潮
古
典
集
成﹃
金
槐
和
歌
集
﹄（
新
潮
社　

一
九
八
一
）

（
5
）
今
関
敏
子
﹃
実
朝
の
歌　

金
槐
和
歌
集
訳
注
﹄（
青
簡
社　

二
〇
一
三
）

（
6
）
風
巻
景
次
郎
・
小
島
吉
雄
校
注　

日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
山
家
集　

金
槐
和
歌
集
﹄（
岩
波
書
店　

一
九
六
一
）

（
7
）
井
上
宗
雄
校
注
訳　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
中
世
和
歌
集
﹄（
小

学
館　

二
〇
〇
〇
）

（
8
）
た
だ
、
幽
斎
は
、
歌
意
に
関
し
て
無
常
観
の
他
に
、﹃
新
勅
撰
集
﹄
に

羇
旅
に
部
類
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、「
又
し
か
も
景
気
を
お
し
む
心
あ
り
」

と
も
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
長
流
説
と
通
じ
る
が
、
無
常
観

を
完
全
に
否
定
し
風
景
を
愛
で
る
心
を
強
く
主
張
す
る
長
流
説
と
違

い
、
幽
斎
は
「
又
し
か
も
」
と
別
の
読
み
の
可
能
性
の
指
摘
に
と
ど

ま
る
。

（
9
）﹃
幽
斎
抄
﹄
は
吉
海
直
人
編
著
﹃
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊　

百
人
一
首

注
・
百
人
一
首
（
幽
斎
抄
）﹄（
和
泉
書
院　

一
九
九
一
）、
北
村
季
吟

と
新
見
正
路
の
注
は
大
取
一
馬
﹃
新
勅
撰
和
歌
集
古
注
釈
と
そ
の
研

究
﹄（
思
文
閣　

一
九
八
六
）
に
確
認
で
き
る
。

（
10
）
本
歌
・
参
考
歌
に
関
す
る
注
釈
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。
小
島
吉

雄
（
一
九
六
一
）
と
樋
口
芳
麻
呂
（
一
九
八
一
）
は
注
に
「
み
ち
の
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く
は
」
歌
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
。
参
考
歌
を
七
首
挙
げ
た
鎌
田
五
郎

（﹃
金
槐
和
歌
集
全
評
釈
﹄
風
間
書
房　

一
九
八
三
）
は
「
み
ち
の
く
は
」

歌
の
ほ
か
、
満
誓
歌
も
「
河
上
の
」
歌
も
挙
げ
て
い
る
。
神
作
光
一

と
長
谷
川
哲
夫
は
﹃
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
﹄（
風
間
書
房　

二
〇
〇
〇
）

に
、
本
歌
を
三
首
挙
げ
る
が
、「
み
ち
の
く
は
」
歌
が
入
り
、
満
誓
歌

も
「
河
上
の
」
歌
も
な
い
。
同
じ
新
勅
撰
集
の
注
釈
で
、中
川
博
夫
（
和

歌
文
学
大
系
﹃
新
勅
撰
和
歌
集
﹄
明
治
書
院　

二
〇
〇
五
）
は
、「
み

ち
の
く
は
」
歌
と
「
河
上
の
」
歌
を
二
首
の
本
歌
と
し
て
掲
出
す
る
。

今
関
敏
子
（
二
〇
一
三
）
は
二
首
の
参
考
歌
を
掲
出
す
る
が
、「
み
ち

の
く
は
」
歌
を
挙
げ
て
、
満
誓
歌
と
「
河
上
の
」
歌
に
言
及
し
な
い
。

長
谷
川
哲
夫
（
二
〇
一
五
）
は
六
首
の
参
考
歌
を
掲
出
す
る
が
、「
み

ち
の
く
は
」
歌
と
「
河
上
の
」
歌
が
あ
り
、
満
誓
歌
が
な
い
。
総
じ

て
「
み
ち
の
く
は
」
歌
は
挙
げ
ら
れ
る
が
、ほ
か
の
歌
は
一
定
し
な
い
。

（
11
）
大
浦
誠
士
「
か
な
し
」
項　

多
田
一
臣
編
﹃
万
葉
語
誌
﹄（
筑
摩
書
房　

二
〇
一
四
）

（
12
）﹃
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
五
﹄
に
「
鬼
神
争
興
」
と
翻
刻
さ
れ
た
が
、﹃
日

本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
﹄
所
収
の
中
央
大
学
蔵
本
の
影
印
を
確
認
し

た
ら
、明
確
に
「
奥
」
と
書
い
て
あ
る
。﹃
文
選
﹄
序
、及
び
﹃
経
国
集
﹄

序
（
次
の
注
に
）
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
「
奥
」
だ
と
わ
か
る
。

（
13
）﹃
文
選
﹄は
初
唐
に
李
善
に
注
釈
付
け
ら
れ
て
の
ち
、約
半
世
紀
経
っ
て
、

呂
延
済
・
劉
良
・
張
銑
・
呂
向
・
李
周
翰
の
五
人
に
改
め
て
注
釈
を

施
さ
れ
た
。
前
者
は
李
善
注
と
い
い
、
後
者
は
五
臣
注
と
い
う
。
引

用
す
る
寛
文
本
﹃
六
臣
注
釈
文
選
﹄
は
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
六
臣
注

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
向
注
」
は
呂
向
注
の
意
。

（
14
）「
名
曰
経
国
集
。
冀
映
二
日
月
一
而
長
懸
、
争
二
鬼
神
一
而
将
レ
奥
」。

（
15
）
渡
邉
裕
美
子
﹃
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
全
釈
﹄（
風
間
書
房　

二
〇

〇
七
）

（
16
）
渡
邉
裕
美
子
「
幽
玄
の
陸
奥
―
―
﹃
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
﹄
を

め
ぐ
っ
て
」（﹃
明
月
記
研
究
﹄
通
巻
三　

一
九
九
八
・
一
一
・
三
〇
）

（
17
）
以
下
の
用
例
は
武
田
元
治
﹃「
幽
玄
」
―
用
例
の
注
釈
と
考
察
﹄（
風

間
書
房　

一
九
九
四
）
を
参
考
す
る
。

（
18
）
二
首
に
対
す
る
武
田
元
治
と
平
田
英
夫
の
考
察
が
参
考
に
な
る
。
武

田
は
﹃
西
行
自
歌
合
全
釈
﹄（
風
間
書
房　

一
九
九
九
）
に
お
い
て
「
二

首
と
も
に
俗
界
を
離
れ
た
幽
遠
な
神
の
世
界
を
思
う
心
の
う
か
が
わ

れ
る
歌
」
で
あ
る
か
ら
、
定
家
は
幽
玄
と
評
し
た
と
い
う
。
平
田
は

新
注
和
歌
文
学
叢
書
﹃
御
裳
濯
河
歌
合　

宮
河
歌
合　

新
注
﹄（
青
簡

舎　

二
〇
一
二
）
に
、「
凡
俗
の
和
歌
を
越
え
た
神
の
意
思
の
発
言
を

歌
の
背
後
に
察
知
す
る
」
か
ら
幽
玄
を
使
っ
た
と
い
う
。

（
19
）
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
歌
論
集
﹄
の
「
近
代
秀
歌
」
解
題
（
藤
平
春
男
）、

﹃
和
歌
文
学
大
辞
典
﹄「
詠
歌
大
概
」
項
（
佐
藤
恒
雄
）
に
拠
る
。

（
20
）
松
原
多
仁
子
「
実
朝
の
本
歌
取
の
歌
」（﹃
芸
文
研
究
﹄
二
一
巻　

一

九
六
六
・
〇
四
）
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（
21
）
契
沖
の
説
は
﹃
万
葉
代
匠
記
﹄（
佐
々
木
信
綱
編
﹃
契
沖
全
集
﹄）
に

見
え
る
。

（
22
）
片
野
達
郎
「
中
世
和
歌
に
お
け
る
正
統
意
識
」（﹃
正
統
と
異
端
―
―

天
皇
・
天
・
神
﹄
角
川
書
店　

一
九
九
一
）

（
23
）
小
島
憲
之
等
校
注
訳　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
万
葉
集
﹄（
小
学

館　

一
九
九
四
）、
多
田
一
臣
﹃
万
葉
集
全
解
﹄（
筑
摩
書
房　

二
〇

一
〇
）
に
よ
る
。

（
24
）
伊
藤
博
﹃
万
葉
集
全
注
﹄（
有
斐
閣　

一
九
八
三
）、
稲
岡
耕
二　

和

歌
文
学
大
系
﹃
万
葉
集
﹄（
明
治
書
院　

一
九
九
七
）、
多
田
一
臣
﹃
万

葉
集
全
解
﹄（
筑
摩
書
房　

二
〇
〇
九
）
を
参
考
。

（
25
）
藤
平
春
男
﹃
新
古
今
と
そ
の
前
後
﹄「
第
二
節　

方
法
の
枠
組
」「
Ⅲ　

本
歌
取
」（
笠
間
書
院　

一
九
八
三
）




