
一
は
じ
め
に
 
 

反
歌
と
は
、
長
歌
 
－
 
宮
廷
歌
謡
と
し
て
の
儀
礼
歌
的
性
格
を
基
盤
と
 
 

し
な
が
ら
抒
情
詩
と
し
て
発
達
し
た
 
－
 
に
付
さ
れ
る
短
形
式
の
歌
で
あ
 
 

る
。
反
歌
様
式
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
五
十
嵐
力
『
国
歌
の
胎
 
 

生
及
び
発
達
』
が
「
長
歌
の
末
解
の
数
句
が
繰
り
返
さ
れ
、
分
離
脱
落
・
 
 

）
 

独
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
」
と
説
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
 
 

中
国
の
「
乱
・
反
辞
」
の
影
響
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
と
す
る
中
国
文
 
 

（
2
）
 
 

学
影
響
論
と
共
に
、
未
だ
有
力
な
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
 
 

反
歌
の
本
質
は
、
長
歌
の
内
容
を
反
復
・
要
約
あ
る
い
は
補
足
す
る
役
 
 

割
を
担
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
今
ま
で
の
反
歌
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
の
発
生
・
成
立
に
 
 

関
わ
る
形
態
論
的
論
議
お
よ
び
史
的
考
察
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
と
 
 

万
葉
集
反
歌
小
考
 
 

－
 
長
歌
と
の
対
応
様
相
を
め
ぐ
っ
て
 
ー
 
 

（
3
）
 
 

い
う
べ
く
、
「
反
歌
＝
長
歌
の
反
復
・
要
約
」
と
い
う
等
式
を
も
っ
て
反
 
 

歌
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
狭
い
視
点
に
止
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
 
 

る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
森
垂
敏
氏
は
「
言
語
場
 
 

直
観
的
な
長
歌
に
対
応
せ
し
め
る
意
欲
の
過
程
の
結
果
」
が
反
歌
で
あ
 
 

（
4
）
 
 

る
と
述
べ
、
さ
ら
に
神
野
志
隆
光
氏
が
従
来
の
歌
謡
的
発
生
論
を
批
判
 
 

し
っ
つ
 
「
記
載
の
次
元
で
、
具
体
的
な
場
を
こ
え
て
歌
を
意
識
化
す
る
 
 

こ
と
が
、
二
つ
の
歌
（
長
歌
と
短
歌
、
引
用
者
）
 
の
『
対
応
』
を
確
立
 
 

す
る
の
で
あ
っ
て
、
歌
謡
段
階
に
認
め
ら
れ
る
反
歌
の
成
立
よ
り
も
、
む
 
 

し
ろ
そ
の
定
着
に
お
い
て
、
様
式
に
対
す
る
「
自
覚
」
（
森
重
）
を
見
届
 
 

（
5
）
 
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
論
じ
て
、
反
歌
論
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
。
 
 
 

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
の
反
歌
論
は
反
歌
概
念
に
対
す
る
広
い
理
解
に
 
 

立
ち
、
長
歌
に
添
え
ら
れ
る
反
歌
は
長
歌
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
表
現
 
 

意
図
を
持
つ
文
学
様
式
で
あ
る
か
を
問
う
方
向
に
向
か
う
こ
と
が
求
め
 
 

朴
 
 

一
 
乗
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ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
反
歌
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
か
と
い
 
 

う
よ
り
、
方
法
的
に
反
歌
が
何
故
長
歌
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 
 

の
か
を
歌
の
表
現
の
内
実
に
即
し
て
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
 
 

稿
で
は
、
反
歌
制
作
の
動
的
な
営
み
を
一
番
鮮
明
に
示
し
て
く
れ
る
初
 
 

期
万
葉
と
人
麻
呂
の
歌
を
中
心
に
長
反
歌
の
関
わ
り
方
を
、
形
態
論
的
 
 

な
見
地
か
ら
で
な
く
、
表
現
と
し
て
の
構
造
と
い
う
面
か
ら
把
握
す
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
反
歌
を
長
歌
に
付
け
る
と
い
う
詩
作
行
為
は
何
を
可
 
 

能
に
し
、
ま
た
長
反
歌
の
結
合
構
造
は
抒
情
様
式
と
し
て
如
何
な
る
意
 
 

味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
 
 

t
一
反
歌
の
な
い
長
歌
 
 

ま
ず
、
初
期
万
葉
長
歌
の
中
で
反
歌
の
付
い
て
い
な
い
例
を
取
り
上
 
 

げ
て
、
反
歌
の
な
い
理
由
を
考
え
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
反
歌
 
 

の
付
い
て
い
な
い
長
歌
は
万
葉
集
中
四
十
五
首
あ
る
が
、
主
に
初
期
万
 
 

葉
や
巻
十
三
作
者
未
詳
歌
群
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
長
歌
に
反
歌
の
 
 

な
い
理
由
に
対
し
て
は
、
高
野
辰
之
『
日
本
歌
謡
史
』
が
古
歌
謡
的
な
 
 

（
6
）
 
 

も
の
が
唱
詠
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
以
来
、
久
米
常
民
氏
 
 

は
さ
ら
に
反
歌
の
な
い
長
歌
に
偶
数
句
体
の
歌
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
 
 

（
7
）
 
 

注
目
し
て
、
「
無
反
歌
」
長
歌
の
唱
詠
性
を
立
証
し
た
。
 
 
 

ま
た
、
反
歌
の
な
い
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
 
 

は
、
巻
二
の
天
智
及
び
天
武
天
皇
挽
歌
群
（
一
五
〇
、
一
五
三
、
一
五
 
 

五
／
一
五
九
、
一
六
二
）
 
に
見
ら
れ
る
伝
統
固
守
性
で
あ
る
。
時
期
的
 
 

に
先
ん
じ
る
中
大
兄
の
三
山
歌
（
巻
一
・
一
三
～
一
五
）
と
額
田
王
の
 
 

三
輪
山
歌
（
巻
一
・
一
七
～
一
九
）
 
に
は
反
歌
が
付
い
て
い
る
に
も
か
 
 

か
わ
ら
ず
、
時
期
的
に
後
れ
た
天
智
・
天
武
天
皇
挽
歌
群
に
は
反
歌
が
 
 

付
い
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
橋
本
達
雄
氏
は
「
挽
歌
は
な
 
 

お
形
態
的
に
は
旧
を
守
る
古
式
豊
か
な
葬
儀
の
砕
か
ら
未
だ
自
由
で
あ
 
 

り
え
な
か
っ
た
」
と
説
が
す
な
わ
ち
、
残
害
儀
礼
は
伝
統
の
守
ら
れ
 
 

る
分
野
で
、
そ
の
場
で
歌
わ
れ
る
挽
歌
に
抒
情
を
盛
っ
た
反
歌
を
添
え
 
 

る
と
い
う
新
し
い
方
法
は
、
す
ぐ
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
 
 

う
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
額
田
王
作
「
春
秋
判
別
歌
」
（
巻
一
・
一
六
）
は
古
歌
謡
 
 

的
な
歌
で
も
な
く
挽
歌
で
も
な
い
の
に
反
歌
が
付
い
て
い
な
い
。
こ
の
 
 

歌
が
漢
文
学
の
影
響
を
窺
わ
せ
る
文
雅
の
遊
び
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
よ
 
 

く
知
ら
れ
て
い
る
。
海
彼
の
文
学
を
意
識
し
て
こ
の
歌
を
制
作
し
た
額
 
 

田
王
は
、
中
国
文
学
の
賦
に
付
け
ら
れ
る
「
乱
」
お
よ
び
「
反
辞
」
 
の
 
 

存
在
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
れ
な
ら
こ
の
長
歌
に
合
う
反
歌
を
制
 
 

作
す
る
べ
き
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
王
は
反
歌
を
作
っ
て
い
な
い
。
そ
の
 
 

理
由
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
長
歌
一
首
が
い
わ
ゆ
る
抒
情
完
 
 

結
構
造
を
成
し
て
い
る
故
に
、
反
歌
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
だ
と
い
え
 
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
分
析
を
通
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
 
 

天
皇
、
内
大
臣
藤
原
朝
臣
に
詔
し
て
、
春
山
万
花
の
艶
と
秋
 
 

山
千
葉
の
彩
と
を
競
ひ
憐
れ
び
し
め
た
ま
ふ
時
に
、
額
田
王
、
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（
g
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
一
・
一
六
）
 
 

第
一
段
と
第
二
段
は
春
と
秋
の
長
所
短
所
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
て
均
等
に
 
 

比
較
し
、
最
後
の
第
三
で
「
秋
山
そ
我
は
」
と
突
然
判
定
を
下
す
。
秋
 
 

の
方
が
勝
っ
て
い
る
と
い
う
判
定
の
根
拠
は
「
黄
葉
が
取
れ
る
」
と
い
 
 

う
理
由
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
物
理
的
な
態
度
で
な
く
、
自
然
と
我
の
 
 

一
体
を
願
望
す
る
心
理
的
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
Ⅰ
（
起
）
↓
Ⅱ
（
転
）
↓
 
 

Ⅲ
 
（
結
）
 
の
三
段
論
理
的
構
成
を
も
っ
て
、
作
者
の
心
情
を
鮮
や
か
に
 
 

現
し
て
い
る
。
意
味
単
位
が
因
果
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
、
主
題
が
明
 
 

確
に
具
現
さ
れ
、
結
句
で
抒
情
の
退
確
認
が
行
わ
れ
て
完
璧
に
完
結
す
 
 

る
。
終
止
に
お
い
て
は
最
後
の
句
に
倒
置
法
を
用
い
て
終
結
を
強
調
し
、
 
 

抒
情
化
を
高
め
る
「
我
」
と
い
う
詞
を
設
け
て
詩
の
終
結
効
果
を
増
幅
 
 

秋
山
の
 
木
の
葉
を
見
て
は
 
銅
絹
閃
㍗
…
机
…
ふ
〕
対
3
］
 
 

歌
を
以
て
判
る
歌
 
 

冬
ご
も
り
 
春
さ
り
来
れ
ば
 
 

鳴
か
ざ
り
し
 
鳥
も
来
場
き
ぬ
 
 

咲
か
ざ
り
し
 
花
も
咲
け
れ
ど
 
 

山
を
し
み
 
入
り
て
も
取
ら
ず
 
 

草
深
み
 
取
り
て
も
見
ず
 
 

そ
こ
し
恨
め
し
 
秋
山
そ
我
は
 
 LJJ」  

対  対   

2   1  」  」  
Ⅰ  

1
Ⅲ
 
 

す
る
。
極
め
て
抒
情
的
完
結
度
の
高
い
作
品
と
い
え
よ
う
。
反
歌
が
付
 
 

い
た
ら
む
し
ろ
不
自
然
に
な
る
。
反
歌
を
持
た
な
い
理
由
は
そ
の
抒
情
 
 

の
完
結
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
内
部
的
に
叙
事
と
抒
情
 
 

と
が
構
造
的
に
均
衡
を
保
っ
て
い
る
故
に
反
歌
を
求
め
な
か
っ
た
の
で
 
 

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

三
 
付
加
さ
れ
る
反
歌
 
 

で
は
、
反
歌
を
伴
う
長
歌
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
万
葉
集
中
 
 

に
は
長
歌
が
二
六
五
首
あ
り
、
反
歌
を
伴
う
長
歌
は
二
二
〇
首
を
占
め
 
 

る
。
全
長
歌
の
約
八
三
％
が
反
歌
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
反
 
 

歌
が
長
歌
に
添
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鮮
 
 

明
天
皇
の
頃
（
七
世
紀
初
糞
）
か
ら
と
さ
れ
て
い
と
こ
ろ
が
、
反
 
 

歌
を
添
え
る
と
い
う
こ
と
が
も
っ
と
一
般
的
に
行
わ
れ
る
の
は
、
少
な
 
 

く
て
も
柿
本
人
麻
呂
以
後
の
こ
と
で
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
反
歌
が
 
 

長
歌
と
共
に
制
作
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な
り
、
も
と
も
と
反
歌
の
な
か
 
 

っ
た
長
歌
に
新
作
の
反
歌
あ
る
い
は
流
伝
の
別
の
反
歌
を
添
え
る
こ
と
 
 

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
集
の
歌
に
日
く
 
 

葦
原
の
 
水
穂
の
国
は
 
神
な
が
ら
 
言
挙
げ
せ
ぬ
国
 
然
れ
ど
も
 
 

言
挙
げ
ぞ
我
が
す
る
 
言
草
く
 
ま
辛
く
ま
せ
と
 
つ
つ
み
な
く
 
辛
 
 

く
い
ま
さ
ば
 
荒
磯
披
 
あ
り
て
も
見
む
と
 
召
重
披
 
千
重
披
に
し
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反
 
歌
 
 
 

磯
城
島
の
大
和
の
国
は
言
霊
の
助
く
る
国
ぞ
ま
辛
く
あ
り
こ
そ
 
 

（
三
二
五
四
）
 
 

右
の
三
二
五
三
番
歌
は
人
麻
呂
自
身
が
詠
ん
だ
も
の
で
な
く
、
宮
人
送
 
 

別
の
場
で
詠
じ
ら
れ
た
伝
承
の
歌
を
人
麻
呂
が
自
分
の
歌
集
に
載
録
し
、
 
 

も
と
も
と
反
歌
の
な
か
っ
た
歌
（
歌
謡
）
に
新
し
く
反
歌
を
書
き
加
え
 
 

（
‖
）
 
 

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
反
歌
が
人
麻
呂
の
創
作
歌
か
否
か
と
い
う
問
題
 
 

は
定
め
に
く
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
問
題
よ
り
何
故
人
麻
呂
は
反
 
 

歌
の
な
か
っ
た
伝
承
歌
に
わ
ざ
わ
ざ
反
歌
を
付
け
加
え
た
の
か
が
先
に
 
 

問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

三
二
五
三
番
歌
と
反
歌
と
を
一
組
に
し
て
み
る
と
、
反
歌
は
長
歌
の
 
 

主
題
を
ま
と
め
て
提
示
す
る
よ
う
な
形
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
反
歌
は
 
 

神
話
的
表
現
で
あ
る
長
歌
の
「
葦
原
の
水
穂
の
国
は
」
を
「
磯
城
島
の
 
 

大
和
の
国
は
」
と
具
象
的
な
表
現
に
改
変
し
、
さ
ら
に
長
歌
の
「
言
挙
 
 

げ
せ
ぬ
国
」
と
は
矛
盾
す
る
も
の
の
、
古
代
の
言
霊
信
仰
に
通
底
す
る
 
 

「
言
霊
の
助
く
る
国
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
歌
よ
り
進
展
し
た
生
 
 

動
感
を
伝
え
る
。
こ
の
よ
う
な
反
歌
を
付
け
加
え
た
理
由
は
、
定
型
化
 
 

を
志
向
す
る
長
歌
の
様
式
性
へ
の
要
求
を
既
存
の
長
歌
に
別
の
反
歌
を
 
 

添
え
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
人
麻
呂
が
実
践
し
よ
う
と
し
た
た
め
 
 

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
反
歌
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
反
歌
は
張
り
合
い
、
 
 

き
 
言
挙
げ
す
我
は
 
言
挙
げ
す
我
は
 
 

（
巻
十
三
二
二
二
五
三
）
 
 

岡
本
天
皇
の
御
製
一
首
 
井
せ
て
短
歌
 
 
 

神
代
よ
り
 
生
れ
継
ぎ
来
れ
ば
 
人
さ
は
に
 
国
に
は
満
ち
て
 
あ
ぢ
 
 
 

群
の
 
通
ひ
は
行
け
ど
 
我
が
恋
ふ
る
 
君
に
し
あ
ら
ね
ば
 
昼
は
 
 
 

日
の
着
る
る
ま
で
 
夜
は
 
夜
の
明
く
る
極
み
 
恩
ひ
つ
つ
 
眠
も
寝
 
 
 

か
て
に
と
 
明
か
し
っ
ら
く
も
 
長
き
こ
の
夜
を
 
（
巻
四
・
四
八
五
）
 
 

反
歌
 
 
 

山
の
は
に
あ
ぢ
群
さ
わ
き
行
く
な
れ
ど
我
は
さ
ぶ
し
ゑ
君
に
し
あ
ら
 
 
 

ね
ば
 
 

（
四
八
六
）
 
 
 

近
江
道
の
烏
龍
の
山
な
る
不
知
哉
川
H
の
こ
ろ
ご
ろ
は
恋
つ
つ
も
あ
 
 
 

ら
む
 
 

（
四
八
七
）
 
 

長
歌
は
偶
数
句
で
音
数
も
不
定
型
で
あ
り
、
結
末
が
「
7
。
7
・
7
」
に
 
 

な
っ
て
い
る
か
ら
、
形
式
的
に
古
い
謡
物
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
と
 
 

こ
ろ
が
詞
句
の
「
昼
は
…
…
夜
は
…
…
」
と
い
う
対
句
が
天
武
・
持
統
 
 

朝
以
後
の
新
た
な
時
間
観
念
の
反
映
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
歌
の
成
立
は
 
 

斉
明
朝
で
は
な
い
と
推
論
さ
れ
ま
た
相
聞
史
上
作
者
判
明
の
相
聞
 
 

歌
謡
的
な
長
歌
ほ
抒
情
詩
た
る
長
歌
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
 
 

は
反
歌
を
も
っ
て
長
歌
諸
に
お
い
て
文
芸
性
を
意
図
し
、
抒
情
詩
へ
の
 
 

跳
躍
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

三
二
五
三
～
三
二
五
四
番
歌
の
場
合
と
類
似
し
て
い
る
例
を
も
う
一
 
 

つ
掲
げ
て
み
よ
う
。
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長
歌
は
人
麻
呂
の
石
見
相
聞
歌
（
巻
二
・
一
三
一
～
一
三
九
）
を
初
例
 
 

と
し
て
い
る
故
、
こ
の
歌
が
斉
明
朝
の
も
の
で
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
。
古
 
 

い
形
式
に
新
し
い
内
容
が
盛
ら
れ
た
と
い
う
食
い
違
い
が
存
す
る
わ
け
 
 

で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
伝
承
歌
謡
の
記
載
改
変
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
 
 

時
点
で
反
歌
も
添
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

第
一
反
歌
は
長
歌
の
前
半
部
の
「
神
代
よ
り
…
…
君
に
し
あ
ら
ね
ば
」
 
 

の
部
分
を
、
第
二
反
歌
は
そ
れ
以
後
の
後
半
部
を
受
け
て
繰
り
返
し
、
ま
 
 

と
め
て
い
る
よ
う
な
形
を
取
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
一
第
二
反
歌
は
 
 

長
歌
よ
り
独
立
し
得
る
ほ
ど
抒
情
性
に
富
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
長
 
 

歌
が
「
あ
ぢ
群
」
を
恋
し
さ
を
募
ら
せ
る
実
景
表
現
と
し
て
い
る
の
に
 
 

対
し
て
、
第
一
反
歌
は
そ
れ
を
比
喩
的
に
用
い
て
「
君
の
不
在
」
の
寂
 
 

し
さ
を
深
め
、
抒
情
表
現
に
仕
上
げ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
橋
本
氏
の
指
 
 

摘
の
よ
う
に
「
さ
ぷ
し
」
と
い
う
表
現
は
万
葉
に
入
っ
て
初
め
て
現
れ
 
 

（
1
3
）
 
 

る
感
情
語
で
あ
り
、
か
か
る
用
語
が
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
抒
情
の
 
 

深
ま
り
を
示
唆
す
る
と
い
え
よ
う
。
長
歌
に
お
い
て
た
だ
「
恋
ふ
る
」
と
 
 

い
っ
た
の
に
対
し
、
反
歌
は
「
さ
ぷ
し
ゑ
」
と
抒
情
の
濃
密
化
を
図
り
 
 

長
歌
の
抒
情
の
足
り
な
さ
を
補
っ
て
、
抒
情
の
均
衡
を
保
た
せ
よ
う
と
 
 

し
た
の
で
あ
る
。
な
お
第
二
反
歌
は
長
い
序
詞
を
用
い
て
巧
み
な
文
芸
 
 

的
表
現
へ
の
意
欲
を
示
し
、
「
恋
つ
つ
も
あ
ら
む
」
と
い
っ
た
詞
句
で
長
 
 

歌
と
の
連
関
を
確
認
し
っ
つ
長
反
歌
の
抒
情
を
包
括
的
に
締
め
括
っ
て
 
 

い
る
。
た
だ
し
、
第
二
反
歌
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
度
を
 
 

越
し
て
感
情
を
露
出
す
る
現
象
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
す
 
 

な
わ
ち
、
反
歌
を
付
け
る
べ
し
と
い
う
意
欲
が
先
立
っ
て
長
反
歌
は
抒
 
 

情
的
な
均
衡
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
長
歌
と
対
応
す
る
べ
 
 

き
反
歌
に
如
何
に
抒
情
を
盛
る
か
に
よ
っ
て
、
抒
情
詩
た
る
長
歌
の
作
 
 

品
と
し
て
の
優
劣
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
 
 
 

以
上
人
為
的
に
長
歌
に
付
け
加
え
ら
れ
る
反
歌
の
例
を
通
じ
て
反
歌
 
 

の
在
り
方
を
考
え
て
み
た
。
次
ほ
純
粋
な
創
作
的
意
図
に
よ
っ
て
長
歌
 
 

と
共
に
制
作
さ
れ
た
反
歌
の
例
を
取
り
上
げ
、
長
歌
に
付
け
ら
れ
る
反
 
 

歌
の
文
学
的
存
在
意
味
、
す
な
わ
ち
長
反
歌
の
構
成
原
理
を
も
っ
と
明
 
 

ら
か
に
捉
え
て
み
た
い
。
 
 

四
 
創
作
さ
れ
る
反
歌
 
 

（
1
）
 
三
嶺
山
歌
の
場
合
 
 
 

ま
ず
反
歌
制
作
が
通
例
と
な
る
以
前
に
お
い
て
、
反
歌
を
付
け
ら
れ
 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
長
歌
が
如
何
な
る
詩
的
表
現
を
成
し
得
た
か
を
見
て
 
 

み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
創
作
反
歌
と
し
て
万
葉
反
歌
史
上
最
初
の
例
と
 
 

さ
れ
る
額
田
王
作
「
三
輪
山
歌
」
（
巻
一
二
七
～
一
九
）
の
反
歌
を
掲
 
 

げ
て
み
よ
う
。
 
 

額
田
王
、
近
江
国
よ
け
下
る
時
に
作
る
歌
、
井
戸
王
の
即
ち
 
 

和
ふ
る
歌
 
 

味
酒
 
三
輪
の
山
 
あ
を
に
よ
し
 
奈
良
の
山
の
 
山
の
ま
に
 
い
隠
 
 

る
ま
で
 
道
の
隈
 
い
積
も
る
ま
で
に
 
つ
ば
ら
に
も
 
見
つ
つ
行
か
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額
由
王
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
抒
情
的
に
完
結
し
た
「
春
秋
判
別
歌
」
を
 
 

制
作
す
る
以
前
に
、
右
の
よ
う
な
反
歌
付
随
の
長
歌
を
作
っ
た
。
長
歌
 
 

は
「
5
・
3
・
7
」
終
止
形
式
に
見
る
如
く
古
歌
謡
的
な
趣
を
止
め
て
 
 

い
る
も
の
の
、
反
歌
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
反
歌
の
意
義
を
直
ち
に
「
乱
・
 
 

反
辞
」
と
い
っ
た
浜
風
の
模
倣
に
求
め
る
前
に
、
天
智
朝
の
文
運
隆
盛
 
 

に
あ
っ
て
浜
詩
と
は
異
な
る
和
風
の
抒
情
歌
を
意
図
し
た
王
の
創
作
的
 
 

な
営
み
を
見
て
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
反
歌
成
立
の
黎
明
期
 
 

で
あ
る
初
期
万
葉
の
反
歌
は
主
に
長
歌
の
繰
り
返
し
を
旨
と
す
る
と
い
 
 

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
一
八
番
歌
は
草
創
期
の
反
歌
と
は
い
え
、
長
歌
よ
 
 

り
進
展
し
た
詩
想
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
 
 
 

反
歌
（
一
八
）
は
、
長
歌
末
尾
の
「
心
な
く
雲
の
隠
さ
ふ
べ
し
や
」
を
 
 

受
け
て
、
長
歌
の
抒
情
を
繰
り
返
し
集
約
的
に
表
し
て
い
る
。
言
わ
ば
 
 

伝
統
的
な
反
歌
の
概
念
に
添
っ
た
典
型
的
な
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
窪
 
 

田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
が
「
長
歌
の
し
め
や
か
に
静
か
で
あ
っ
た
の
 
 

む
を
 
し
ば
し
ば
も
 
見
放
け
む
山
を
 
心
な
く
 
雲
の
 
隠
さ
ふ
べ
 
 

（
巻
一
二
七
）
 
 

し
や
 
 反

 
歌
 
 

三
輪
山
を
然
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
心
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
し
や
 
 

（
一
八
）
 
 

綜
麻
か
た
の
林
の
前
の
さ
野
榛
の
衣
に
付
く
な
す
目
に
付
く
我
が
背
 
 

（
一
九
）
 
 

と
は
異
な
っ
て
、
に
わ
か
に
鋭
さ
を
あ
ら
わ
し
き
た
っ
て
、
長
歌
以
上
 
 

に
抒
情
気
分
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
叙
事
的
な
の
を
抒
情
 
 

1
。
 

的
に
、
平
面
的
な
の
を
立
体
的
に
し
て
い
る
r
批
評
し
て
い
る
よ
う
 
 

に
、
反
歌
は
「
見
」
と
い
う
言
霊
信
仰
の
面
影
を
止
め
る
呪
的
な
詞
も
 
 

使
わ
ず
に
、
直
に
作
者
の
心
情
を
表
す
。
反
歌
は
長
歌
の
反
復
と
は
い
 
 

え
、
長
歌
の
終
わ
り
の
部
分
に
向
か
っ
て
盛
り
上
が
り
つ
つ
あ
っ
た
抒
 
 

情
が
反
歌
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
、
作
者
の
切
な
る
心
情
が
吐
露
さ
れ
る
 
 

の
で
あ
る
。
鎮
魂
儀
礼
の
働
き
を
有
す
る
長
歌
に
対
し
て
、
反
歌
は
一
 
 

つ
の
抒
情
詩
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
反
歌
は
長
歌
に
従
 
 

属
し
な
が
ら
も
長
歌
に
対
し
て
緊
張
し
、
長
歌
の
叙
事
に
抒
情
を
も
っ
 
 

て
対
応
す
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
長
歌
に
は
井
戸
王
の
和
歌
（
一
九
）
が
付
さ
れ
て
 
 

お
り
、
和
す
る
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
に
つ
い
て
は
未
だ
に
論
 
 

議
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
議
は
長
歌
に
対
す
る
反
歌
の
意
義
を
説
く
 
 

一
つ
の
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
九
番
歌
左
 
 

往
の
「
右
一
首
歌
今
案
不
似
和
歌
但
鷲
本
戦
干
此
次
故
以
猶
載
焉
」
を
 
 

い
か
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
反
歌
の
意
味
の
煽
が
揺
れ
る
か
ら
で
あ
 
 

る
。
左
往
の
筆
者
（
万
葉
集
編
纂
者
）
と
旧
本
編
纂
者
と
の
間
の
反
歌
 
 

意
識
の
相
違
を
窺
わ
せ
る
注
で
あ
る
が
、
も
し
左
往
を
認
め
ず
一
九
番
 
 

歌
を
「
和
ふ
る
歌
」
と
す
れ
ば
、
反
歌
の
意
味
は
も
っ
と
幅
広
い
も
の
 
 

と
し
て
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
で
ほ
、
一
九
番
歌
が
 
 

「
和
ふ
る
歌
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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初
句
の
「
綜
麻
か
た
の
」
に
つ
い
て
、
佐
竹
昭
広
氏
は
「
ヘ
ソ
カ
タ
」
 
 

が
三
輪
山
伝
説
の
モ
チ
ー
フ
を
意
味
す
る
語
で
、
「
ミ
ワ
（
三
輪
、
大
神
）
」
 
 

を
暗
示
し
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
そ
し
て
『
新
潮
日
本
 
 

古
典
集
成
 
万
葉
集
』
は
、
「
さ
野
榛
の
」
の
「
ハ
リ
」
が
三
輪
山
伝
説
 
 

（
1
6
）
 
 

で
衣
の
裾
に
つ
け
た
針
を
懸
け
て
い
る
と
し
て
い
る
。
．
こ
れ
は
次
の
 
 

「
衣
に
付
く
な
す
」
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
。
 
 

こ
の
よ
う
に
初
句
か
ら
第
四
句
ま
で
の
詞
句
の
意
味
か
ら
見
て
、
一
九
 
 

番
歌
が
一
七
、
一
八
番
歌
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
も
 
 

っ
と
肝
心
な
手
掛
か
り
は
結
句
の
「
目
に
付
く
我
が
背
」
に
あ
る
。
「
我
 
 

が
背
」
は
三
輪
山
を
人
に
擬
し
た
生
命
感
の
あ
る
表
現
で
、
抒
情
を
よ
 
 

り
深
い
も
の
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
第
四
句
の
 
 

直
喩
と
繊
細
に
結
び
付
い
て
高
度
の
感
覚
性
さ
え
窺
わ
せ
る
。
新
鮮
で
 
 

個
性
的
な
詩
的
効
果
を
高
め
て
い
る
の
だ
。
従
っ
て
、
左
往
筆
者
が
一
 
 

九
番
歌
の
隔
絶
性
を
覚
え
て
「
和
歌
」
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
 
 

し
た
の
も
無
理
は
な
い
。
共
通
語
も
な
く
、
表
現
法
も
似
て
い
な
い
上
、
 
 

主
題
の
つ
な
が
り
も
外
面
的
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 
 

が
、
一
九
番
歌
は
意
味
構
造
に
お
い
て
一
七
、
一
八
番
歌
と
緊
密
に
つ
 
 

な
が
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
九
番
歌
を
「
和
ふ
る
歌
」
と
す
べ
き
で
 
 

あ
る
と
思
う
。
 
 
 

少
な
く
と
も
旧
本
編
者
の
時
代
に
は
、
前
に
歌
っ
た
人
と
同
じ
心
情
 
 

を
も
っ
て
和
し
た
歌
に
対
し
て
も
反
歌
と
見
徹
し
て
い
た
の
で
は
な
い
 
 

か
。
反
歌
の
成
立
当
初
は
、
和
す
る
歌
の
よ
う
に
別
人
が
同
様
な
心
情
 
 

を
も
っ
て
連
作
的
に
歌
い
添
え
た
も
の
な
ど
に
対
し
て
も
、
反
歌
と
し
 
 

て
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
八
番
歌
が
抒
情
 
 

的
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
、
や
は
り
長
歌
の
繰
り
返
し
と
い
う
限
 
 

界
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
次
に
一
九
番
歌
を
添
え
た
時
、
三
輪
山
歌
 
 

は
抒
情
詩
と
し
て
完
結
し
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
別
個
の
短
歌
を
 
 

付
け
る
所
以
は
そ
の
よ
う
な
抒
情
詩
を
意
図
し
た
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
上
初
期
万
葉
の
三
輪
山
歌
の
分
析
を
通
し
て
抒
情
的
に
長
歌
と
対
 
 

時
す
る
反
歌
の
有
り
様
を
考
え
て
み
た
が
、
真
の
長
歌
体
の
完
成
者
た
 
 

る
人
麻
呂
の
反
歌
制
作
の
意
義
を
問
う
て
反
歌
の
文
芸
的
存
在
意
味
を
 
 

さ
ら
に
突
き
詰
め
て
み
た
い
。
 
 

（
2
）
人
麻
呂
歌
の
場
合
 
 

ま
ず
、
長
歌
の
抒
情
内
容
を
繰
り
返
し
ま
と
め
る
と
い
う
よ
う
な
従
属
 
 

型
の
長
反
歌
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
 
 

吉
野
宮
に
幸
す
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌
 
 
 

や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
の
 
聞
こ
し
を
す
 
天
の
下
に
 
国
は
し
も
 
 
 

さ
は
に
あ
れ
ど
も
 
山
川
の
 
清
き
河
内
と
 
御
心
を
 
吉
野
の
国
の
 
 
 

花
散
ら
ふ
 
秋
津
の
野
辺
に
 
宮
柱
 
太
し
き
ま
せ
ば
 
も
も
し
き
の
 
 
 

大
宮
人
は
 
舟
並
め
て
 
朝
川
渡
り
 
舟
競
ひ
 
夕
川
渡
る
 
こ
の
川
 
 
 

の
 
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
 
こ
の
山
 
い
や
高
知
ら
す
 
み
な
そ
そ
く
 
 
 

（
巻
一
二
二
六
）
 
 

瀧
の
み
や
こ
は
 
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
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長
歌
は
二
段
構
成
で
あ
る
が
、
第
一
段
は
尊
貴
な
天
皇
へ
の
大
宮
人
の
 
 

奉
仕
を
述
べ
、
第
二
段
は
永
遠
な
る
べ
き
吉
野
宮
を
讃
え
て
、
全
体
的
 
 

に
は
吉
野
宮
の
主
で
あ
る
持
統
天
皇
の
讃
美
賀
歌
に
な
っ
て
い
る
。
反
 
 

歌
は
長
歌
の
結
句
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
、
長
歌
の
主
題
を
繰
り
返
し
て
 
 

い
る
。
詞
句
も
ほ
と
ん
ど
長
歌
の
句
を
用
い
、
長
歌
に
対
し
て
従
属
的
 
 

で
あ
る
。
「
反
歌
の
部
分
で
は
、
も
は
や
言
う
べ
き
内
容
を
な
に
も
持
っ
 
 

（
‖
）
 
 

て
い
な
い
」
 
と
ま
で
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
反
歌
は
、
勝
景
に
対
す
る
讃
め
詞
で
あ
る
「
見
れ
ど
 
 

飽
か
ぬ
か
も
」
を
長
歌
か
ら
取
っ
て
主
題
を
同
一
線
上
に
置
き
な
が
ら
、
 
 

（
1
8
）
 
 

人
麻
呂
の
発
明
に
か
か
る
ほ
め
詞
の
「
常
滑
」
 
を
腰
の
句
の
第
三
句
に
 
 

使
っ
て
長
歌
の
制
約
的
表
現
か
ら
自
由
に
な
る
独
創
性
を
ね
ら
っ
て
い
 
 

る
。
そ
し
て
、
念
押
し
詞
と
し
て
の
「
ま
た
」
、
確
認
の
詞
の
「
か
え
り
」
、
 
 

初
句
の
「
見
」
を
意
志
形
に
し
て
繰
り
返
し
た
「
鬼
む
」
を
結
句
に
漸
 
 

層
的
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
い
方
が
積
極
的
に
な
り
、
歌
の
 
 

主
題
は
漸
層
的
・
強
調
的
に
歌
い
あ
げ
ら
れ
る
。
素
材
面
に
お
い
て
反
 
 

歌
は
長
歌
の
反
復
に
な
っ
て
い
る
が
、
歌
い
方
は
一
つ
の
短
歌
と
し
て
 
 

も
独
立
し
得
る
よ
う
だ
。
長
歌
が
叙
事
に
主
力
を
注
い
で
い
る
の
に
対
 
 

し
て
、
反
歌
は
作
者
の
心
情
乃
至
意
志
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
 
 

見
む
 
 反

 
歌
 
 

見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
 
 
 

（
三
七
）
 
 

り
反
歌
ほ
抒
情
を
担
い
、
長
歌
と
対
応
し
な
が
ら
も
ー
姐
と
な
っ
て
抒
 
 

情
を
完
結
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
長
反
歌
が
抒
情
的
に
均
衡
が
取
れ
統
一
さ
れ
る
時
、
一
つ
の
 
 

詩
世
界
が
結
ば
れ
、
長
歌
は
よ
り
深
い
感
動
を
与
え
る
優
れ
た
抒
情
詩
 
 

た
り
得
る
の
だ
。
つ
ま
り
反
歌
を
も
っ
て
「
我
」
の
心
情
を
歌
い
収
め
 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
歌
全
体
に
お
い
て
対
象
と
自
我
と
が
抒
情
的
に
 
 

合
一
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
恰
好
の
例
は
「
石
見
相
聞
歌
」
（
巻
二
・
 
 

一
三
一
～
一
三
九
）
 
の
第
一
歌
群
（
一
三
一
～
一
三
四
）
 
に
見
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
群
に
続
く
第
二
歌
群
（
一
三
五
～
一
三
 
 

七
）
は
第
一
歌
群
よ
り
抒
情
詩
と
し
て
不
安
定
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 
 

第
二
歌
群
の
反
歌
が
l
一
首
合
わ
せ
て
も
長
歌
に
比
し
て
叙
事
に
傾
い
て
 
 

い
て
、
長
反
歌
が
何
か
抒
情
の
質
に
お
い
て
不
均
衡
を
感
じ
さ
せ
る
か
 
 

ら
で
あ
ろ
う
。
反
歌
は
沈
静
し
た
気
分
の
客
観
的
な
歌
い
ぷ
り
で
、
「
短
 
 

（
1
9
）
 
 

歌
と
し
て
の
特
長
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
る
」
 
と
は
い
え
、
抒
情
詩
た
 
 

る
長
反
一
組
は
抒
情
が
結
ば
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
歌
が
ま
だ
終
わ
 
 

ら
ず
続
き
そ
う
な
中
途
半
端
な
感
を
与
え
る
。
稲
岡
耕
二
氏
の
指
摘
の
 
 

よ
う
に
、
前
の
第
一
歌
群
に
比
べ
て
平
面
的
で
物
足
ら
ぬ
感
さ
え
す
る
 
 

の
で
あ
こ
の
歌
が
抒
情
的
に
均
衡
を
保
ち
、
詩
世
界
を
完
結
し
て
 
 

或
る
詩
的
快
感
を
与
え
る
た
め
に
は
、
も
う
一
首
の
反
歌
ま
た
は
複
数
 
 

の
反
歌
を
も
っ
て
抒
情
を
補
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
第
二
歌
群
と
は
違
っ
て
第
一
歌
群
は
抒
情
完
結
に
成
功
 
 

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
戎
本
歌
〓
三
八
～
一
三
九
）
を
基
に
し
て
第
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一
歌
群
に
定
着
さ
せ
る
推
敲
の
過
程
に
お
い
て
、
反
歌
一
首
が
追
加
さ
 
 

れ
詩
想
の
新
た
な
展
開
が
図
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
で
は
、
長
歌
の
 
 

詩
世
界
か
ら
は
み
出
て
、
或
る
自
由
性
を
も
っ
て
展
開
す
る
独
立
型
長
 
 

反
歌
の
第
一
歌
群
の
抒
情
内
容
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
 
 

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
石
見
国
よ
り
妻
を
別
れ
て
上
り
来
る
時
 
 

の
歌
二
首
 
井
せ
て
短
歌
 
 

石
見
の
海
 
角
の
浦
回
を
 
浦
な
し
と
 
人
こ
そ
鬼
ら
め
 
潟
な
し
と
 
 

人
こ
そ
見
ら
め
 
よ
し
ゑ
や
し
 
浦
は
な
く
と
も
 
よ
し
ゑ
や
し
 
潟
 
 

は
な
く
と
も
 
い
さ
な
と
り
 
海
辺
を
さ
し
て
 
に
き
た
づ
の
 
荒
磯
 
 

の
上
に
 
か
青
く
生
ふ
る
 
玉
藻
沖
つ
藻
 
朝
は
ふ
る
 
風
こ
そ
寄
せ
 
 

め
 
夕
は
ふ
る
 
披
こ
そ
来
寄
れ
 
披
の
む
た
 
か
寄
り
か
く
寄
る
 
 

玉
藻
な
す
 
寄
り
覆
し
妹
を
 
露
霜
の
 
置
き
て
し
来
れ
ば
 
こ
の
道
 
 

の
 
八
十
隈
ご
と
に
 
万
た
び
 
か
へ
り
鬼
す
れ
ど
 
い
や
遠
に
 
里
 
 

は
離
り
ぬ
 
い
や
高
に
 
山
も
越
え
来
ぬ
 
夏
草
の
 
恩
ひ
し
な
え
て
 
 

偲
ふ
ら
む
 
妹
が
門
見
む
 
な
び
け
こ
の
山
 
 

（
巻
二
・
一
三
一
）
 
 

反
 
歌
 
二
首
 
 

石
見
の
や
高
角
山
の
木
の
間
よ
り
我
が
撮
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
か
 
 

（
一
三
二
）
 
 

笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も
我
は
妹
恩
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば
 
 

〓
三
三
）
 
 

長
歌
は
、
海
景
描
写
（
叙
景
）
1
妻
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
と
思
慕
の
情
の
 
 

高
ま
り
（
比
喩
）
1
惜
別
の
情
の
高
潮
（
逆
説
）
と
い
う
よ
う
に
詩
想
 
 

を
空
間
的
に
展
開
し
な
が
ら
、
別
離
の
抒
情
を
妄
念
的
叫
び
の
「
な
び
 
 

け
こ
の
山
」
を
も
っ
て
凝
縮
し
て
表
出
す
る
。
時
間
的
・
空
間
的
な
進
 
 

行
と
は
裏
腹
に
思
慕
の
情
は
凄
の
方
へ
向
か
っ
て
逆
行
す
る
。
そ
の
時
 
 

空
と
心
情
が
交
錯
し
な
が
ら
長
歌
の
末
尾
に
至
り
、
別
離
の
悲
し
み
は
 
 

絶
頂
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
真
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
第
一
反
歌
に
あ
る
。
第
一
反
 
 

歌
は
長
歌
末
尾
の
心
象
部
の
抒
情
と
連
続
線
上
に
あ
り
つ
つ
、
幻
想
の
 
 

世
界
に
妻
の
心
を
引
き
入
れ
て
妻
と
の
結
合
を
ひ
た
す
ら
願
望
す
る
。
第
 
 

一
反
歌
に
お
け
る
最
高
潮
の
孤
愁
と
葛
藤
は
、
暗
鬱
な
心
情
と
葉
擦
れ
 
 

の
音
と
の
対
照
効
果
に
裏
打
ち
さ
れ
た
第
二
反
歌
に
至
っ
て
や
が
て
沈
 
 

静
し
解
決
さ
れ
、
長
反
一
組
の
抒
情
詩
は
み
ご
と
に
完
結
す
る
の
で
あ
 
 

る
。
こ
の
完
結
性
は
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
推
敲
と
い
う
詩
想
を
練
 
 

り
直
す
過
程
を
経
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

長
歌
と
反
歌
、
ま
た
反
歌
と
反
歌
は
、
緊
密
な
構
成
意
識
の
下
に
有
機
 
 

的
に
組
み
立
て
ら
れ
、
豊
か
な
抒
情
世
界
を
作
り
得
た
の
だ
。
従
っ
て
、
 
 

反
歌
は
長
歌
の
叙
事
あ
る
い
は
抒
情
と
ほ
同
質
で
な
い
抒
情
を
も
っ
て
、
 
 

一
つ
の
詩
世
界
を
統
一
す
る
構
成
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

五
 
お
わ
り
に
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以
上
の
よ
う
に
、
長
歌
の
主
題
や
抒
情
が
反
歌
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
 
 

が
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
長
歌
と
反
歌
が
一
体
と
な
っ
て
ど
の
よ
う
 
 

な
詩
世
界
を
構
築
し
て
い
る
か
に
注
目
し
な
が
ら
、
長
歌
に
対
す
る
反
 
 

歌
の
意
味
を
作
品
分
析
を
通
し
て
検
討
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
 
 

反
歌
が
長
歌
に
対
し
て
従
属
的
・
補
足
的
で
あ
れ
、
独
立
的
で
あ
れ
、
そ
 
 

れ
ほ
長
歌
の
儀
式
的
・
呪
的
要
素
を
払
い
、
抒
情
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
 
 

形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
長
歌
が
ほ
ぼ
叙
事
に
 
 

比
重
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
反
歌
は
主
に
抒
情
を
担
い
、
そ
れ
 
 

を
明
確
化
・
具
象
化
し
て
も
っ
と
深
い
感
動
と
文
芸
的
快
感
を
与
え
る
。
 
 

言
い
換
え
れ
ば
、
「
長
歌
＋
反
歌
」
構
造
は
長
歌
の
叙
事
部
〔
A
〕
を
長
 
 

歌
末
尾
の
抒
情
部
（
a
）
が
受
け
、
反
歌
の
叙
事
部
（
b
）
 
に
つ
な
い
 
 

で
、
究
極
的
に
反
歌
の
抒
情
部
〔
B
〕
を
も
っ
て
詩
世
界
を
完
結
す
る
。
 
 

さ
ら
に
、
〔
A
〕
－
（
a
）
－
（
b
）
－
〔
B
〕
構
造
は
互
い
に
均
衡
を
 
 

保
ち
な
が
ら
抒
情
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
叙
事
・
抒
 
 

情
対
応
構
造
に
基
づ
く
抒
情
の
均
衡
・
統
一
と
い
う
構
成
原
理
を
引
き
 
 

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
反
歌
は
長
歌
の
主
題
や
詩
想
を
受
け
て
調
和
・
融
合
し
な
 
 

が
ら
、
抒
情
の
均
衡
と
統
一
を
保
障
し
ー
つ
の
詩
世
界
を
結
ぷ
役
割
を
 
 

担
う
、
文
学
創
作
意
識
に
支
え
ら
れ
た
意
欲
的
な
新
文
芸
様
式
で
あ
っ
 
 

た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
長
歌
に
反
歌
を
付
け
る
と
い
う
詩
作
行
為
は
 
 

意
図
的
な
創
作
的
表
現
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
長
歌
か
ら
叙
事
性
を
 
 

止
揚
し
長
歌
を
抒
情
詩
た
ら
し
め
る
方
法
的
自
覚
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
 
 

注
 
 

（
1
）
 
五
十
嵐
力
『
国
歌
の
胎
生
及
び
発
達
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
 
 

二
四
年
）
 
三
二
二
～
三
七
四
頁
。
 
 

（
2
）
 
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』
惣
輝
雑
説
〔
精
選
本
〕
、
契
沖
全
集
第
一
巻
（
朝
 
 

日
新
聞
社
、
一
九
二
六
年
版
）
ニ
ー
〇
真
に
「
長
歌
二
副
ク
ル
短
雫
を
反
 
 

苛
と
云
ハ
、
反
ハ
反
覆
の
義
ナ
リ
。
経
の
長
行
に
偏
頗
ノ
副
ヒ
、
賦
等
二
 
 

乱
ノ
副
ク
ル
類
ナ
リ
。
長
歌
ノ
意
を
約
メ
て
再
タ
ヒ
云
意
ナ
リ
。
」
と
あ
 
 

る
と
こ
ろ
に
始
ま
る
。
な
お
、
古
注
釈
書
の
中
国
文
学
影
響
論
は
木
村
正
 
 

辞
『
万
糞
集
英
夫
君
志
』
 
（
上
原
書
店
、
一
九
〇
一
年
）
 
に
詳
し
い
。
 
 

（
3
）
 
折
口
信
夫
『
日
本
文
学
の
発
生
 
序
説
』
折
口
信
夫
全
集
第
七
巻
（
中
 
 

央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
版
）
、
澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
（
中
央
公
論
 
 

社
、
一
九
五
七
年
）
、
吉
井
巌
「
反
歌
故
序
説
」
『
万
乗
』
二
六
（
一
九
五
 
 

八
年
一
月
）
、
①
稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
『
反
歌
』
『
短
歌
』
の
論
」
『
万
莫
 
 

集
研
究
』
第
二
集
（
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
）
、
②
同
「
反
歌
史
淵
源
」
『
古
 
 

代
史
論
叢
』
上
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
。
 
 

特
に
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
稲
岡
氏
の
論
は
、
人
麻
呂
長
歌
に
お
け
 
 

る
「
反
歌
」
「
短
歌
」
と
い
う
頭
書
の
違
い
に
注
目
し
て
、
「
反
歌
」
と
い
 
 

た
の
で
あ
る
。
反
復
・
要
約
的
な
万
葉
初
期
反
歌
か
ら
自
由
・
独
立
的
 
 

な
反
歌
へ
の
変
移
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
的
自
覚
を
実
践
し
て
き
た
文
 
 

学
的
な
営
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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う
頭
書
を
持
つ
反
歌
は
長
歌
の
内
容
を
反
復
・
要
約
す
る
も
の
で
、
こ
れ
 
 

は
人
麻
呂
に
よ
っ
て
頭
書
を
「
短
歌
」
と
す
る
独
立
性
を
増
し
た
反
歌
に
 
 

展
開
し
た
と
説
く
（
論
文
①
）
。
さ
ら
に
、
中
国
の
「
乱
・
反
辞
」
の
様
 
 

式
的
媒
介
を
前
提
に
し
、
史
的
な
立
場
で
初
期
万
糞
歌
の
資
料
を
詳
細
に
 
 

検
討
し
た
上
、
反
歌
の
初
例
と
し
て
持
統
朝
の
額
田
王
作
で
あ
る
巻
一
・
 
 
 

一
八
番
歌
を
掲
げ
て
い
る
（
論
文
②
）
。
 
 

（
4
）
 
森
垂
敏
「
反
歌
と
し
て
の
短
歌
の
成
立
過
程
」
『
万
葉
』
三
五
（
一
九
 
 

六
〇
年
）
 
三
六
～
四
一
頁
参
照
。
 
 

（
5
）
 
神
野
志
隆
光
「
藤
原
宮
御
字
天
皇
代
－
人
麻
呂
時
代
」
『
国
文
学
』
（
一
 
 

九
八
八
年
十
一
月
。
後
に
「
持
続
朝
と
人
麻
呂
作
歌
」
『
柿
本
人
麻
呂
研
 
 

究
』
 
に
所
収
）
参
牌
。
 
 

（
6
）
 
高
野
辰
之
『
日
本
歌
謡
史
』
（
春
秋
社
、
一
九
二
六
年
）
六
四
～
七
〇
 
 

頁
。
 
 

（
7
）
 
久
米
常
民
『
万
糞
歌
謡
論
』
（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
二
三
八
～
 
 

二
四
三
頁
。
 
 

（
8
）
 
橋
本
達
雄
『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
）
四
 
 

六
七
頁
。
 
 

（
9
）
 
以
下
、
歌
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
『
万
糞
集
』
訳
文
篇
（
塙
書
房
、
一
 
 

九
七
二
年
）
 
に
依
る
。
 
 

（
1
0
）
 
久
松
潜
一
『
万
葉
集
考
説
』
（
柴
田
書
店
、
一
九
三
五
年
）
一
六
八
頁
。
 
 

（
1
1
）
 
こ
の
歌
は
人
麻
呂
歌
集
か
ら
採
録
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
非
略
体
歌
で
あ
る
 
 

が
、
非
略
体
歌
の
筆
録
は
だ
い
た
い
天
武
九
年
以
後
持
続
三
年
ご
ろ
ま
で
 
 

と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
楯
岡
桝
二
『
万
重
義
記
論
』
）
。
そ
の
最
終
筆
録
年
 
 

の
持
統
三
年
頃
は
、
人
麻
呂
は
形
式
も
整
然
と
整
え
ら
れ
た
反
歌
二
首
添
 
 

え
の
膨
大
な
日
並
皇
子
挽
歌
（
巻
二
・
一
六
七
）
を
制
作
し
て
い
る
が
、
 
 

年
代
判
明
歌
と
し
て
の
初
例
で
あ
る
日
並
皇
子
挽
歌
に
比
べ
る
と
、
三
二
 
 

五
三
番
歌
は
詞
句
の
彫
琢
や
詩
想
表
現
が
あ
ま
り
に
も
劣
っ
て
い
る
。
人
 
 

麻
呂
の
習
作
だ
と
し
て
も
、
三
二
五
三
番
歌
か
ら
日
並
皇
子
挽
歌
へ
の
作
 
 

詩
的
な
飛
躍
が
甚
だ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
、
こ
の
歌
は
 
 

句
数
が
人
麻
呂
長
歌
の
平
均
句
数
（
4
1
・
7
7
句
）
を
下
回
る
小
型
の
も
の
 
 

で
あ
り
（
五
味
智
英
「
人
麻
呂
長
歌
寸
言
」
「
万
葉
集
の
作
家
と
作
品
』
）
、
 
 

音
数
が
不
規
則
的
で
終
止
も
「
5
・
7
・
8
」
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
 
 

終
わ
り
に
付
い
て
い
る
反
復
句
の
「
言
挙
げ
す
我
は
」
を
加
え
る
と
偶
数
 
 

句
の
喝
詠
さ
れ
る
歌
謡
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
み
て
、
三
二
 
 

五
三
番
歌
は
人
麻
呂
自
身
が
制
作
し
た
も
の
で
な
く
、
宮
人
送
別
の
場
で
 
 

詠
じ
ら
れ
た
伝
承
の
歌
を
歌
集
に
載
録
し
、
も
と
も
と
反
歌
の
な
か
っ
た
 
 

歌
謡
に
新
し
く
反
歌
を
書
き
加
え
た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
1
2
）
 
稲
岡
耕
二
 
注
（
3
）
論
文
②
一
七
〇
～
一
七
一
頁
参
照
。
 
 

（
1
3
）
 
橋
本
達
雄
「
斉
明
天
皇
の
御
製
（
Ⅰ
）
」
『
初
期
万
葉
』
（
早
稲
田
大
学
 
 

出
版
部
、
一
九
七
九
年
）
 
二
四
二
頁
。
 
 

（
1
4
）
 
窪
田
空
穂
『
万
糞
集
評
釈
』
第
一
巻
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
版
）
 
 

六
〇
～
六
一
頁
。
 
 

（
1
5
）
 
佐
竹
昭
広
「
蛇
管
入
の
源
流
」
言
讐
軍
国
文
』
第
二
三
巻
第
九
号
 
八
 
 

～
一
〇
頁
。
 
 

（
1
6
）
 
青
木
生
子
他
『
万
葉
集
』
（
三
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
、
一
 
 

九
八
〇
年
）
五
五
頁
。
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（
1
7
）
 
 

（
柑
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 
 

山
本
健
吉
『
柿
本
人
麻
呂
』
（
新
潮
社
、
一
九
六
二
年
）
 
二
八
責
。
 
 
 

西
郷
信
綱
『
万
葉
私
記
』
（
未
来
社
、
一
九
七
〇
年
）
二
〇
一
貫
参
照
。
 
 
 

土
屋
文
明
『
万
糞
集
私
注
』
（
こ
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
）
二
三
 
 

一
頁
。
 
 
 

稲
岡
耕
二
 
注
 
（
3
）
論
文
①
二
二
六
頁
。
 
 
 

伊
藤
博
氏
や
渡
瀬
呂
忠
氏
は
、
第
一
稿
〔
戎
本
歌
 
（
一
三
八
＋
一
三
 
 

九
〕
1
第
二
稿
二
三
一
歌
の
異
伝
（
一
云
）
＋
一
三
四
〕
↓
第
三
稿
（
定
 
 

稿
）
〔
本
文
長
反
歌
（
一
三
一
＋
二
二
二
、
一
三
三
）
〕
の
よ
う
に
形
成
さ
 
 

れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
綿
密
な
詩
句
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
妥
当
 
 

性
の
高
い
論
で
あ
る
。
伊
藤
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
上
（
塙
書
房
、
 
 

一
九
七
五
年
）
二
八
八
～
二
九
八
東
、
渡
瀬
完
柿
本
人
麻
呂
研
究
－
島
の
 
 

宮
の
文
学
』
 
（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
）
一
九
三
～
二
〇
一
頁
参
輿
。
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