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「
み
や
び
」

歌
と
都
市を

め
ぐ
っ
て
一

内
　
藤

明

1
　
は
じ
め
に

　
短
歌
が
ど
の
よ
う
な
場
で
発
生
し
、
そ
の
形
式
を
整
え
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
時

期
に
成
立
し
た
こ
の
形
式
が
、
時
々
の
文
化
状
況
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、
そ
の
内
容
、
様
式
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
、
長
い
時
間
に
わ

た
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
時
代
の
〈
新
〉
を
取
り
込
ん
だ
変
容
も
、
こ
の
形
式
の
中
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
で
、
い

わ
ぽ
一
つ
の
伝
統
と
し
て
、
短
歌
の
内
部
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
近
、
現
代
短
歌
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
近
代
的
な
る
も
の
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
古
典
和
歌
の
変
革
を
行
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
〈
都
市
〉

と
い
っ
た
語
に
象
徴
さ
れ
る
、
西
欧
近
代
に
も
つ
な
が
る
生
活
空
間
や
文
化
様
式
は
、
自
然
や
恋
を
そ
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
和

歌
に
、
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
　
〈
都
市
〉
と
出
会
う
こ
と
で
、
短
歌
は
あ
る
近
代
化
を
な
し
え
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
都
市

と
和
歌
と
の
出
会
い
は
、
何
も
近
代
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
和
歌
が
一
つ
の
形
式
、
様
式
の
定
着
を
見
せ
る
七
世
紀
末
か
ら
八
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世
紀
前
半
は
、
日
本
に
お
い
て
本
格
的
な
都
市
目
都
城
が
作
ら
れ
て
い
く
時
期
で
あ
り
、
生
活
、
社
会
、
政
治
、
文
化
な
ど
、
様
々
な
面

に
お
い
て
、
都
市
が
人
々
の
日
常
や
意
識
に
根
本
的
な
影
響
を
与
え
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
日
本
の
古
代
都
城
は
、
狩
野
久
の
い
う
よ
う

（
1
）

に
、
　
「
中
国
都
城
の
体
系
的
導
入
」
に
よ
る
、
　
「
独
自
の
経
済
的
基
礎
」
を
持
た
な
い
、
　
「
律
令
国
家
と
古
代
天
皇
制
の
具
現
物
」
で
あ

っ
た
が
、
多
く
の
和
歌
の
担
い
手
で
あ
る
貴
族
や
官
人
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
出
現
し
た
都
市
の
も
っ
て
い
た
意
味

は
、
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
都
市
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
諸
要
素
を
包
み
持
つ
こ
と
に
よ
り
、

既
に
一
定
の
形
を
備
え
て
い
た
短
歌
形
式
は
、
新
た
な
様
式
性
を
付
加
さ
れ
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
、
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
、
和
歌
文
学
と
都
市
と
の
関
係
が
、
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

こ
に
は
、
歌
に
あ
ら
わ
れ
た
具
体
的
な
都
城
の
光
景
や
生
活
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
み
や
び
」

と
い
う
語
を
中
心
に
、
そ
の
語
と
そ
の
語
を
も
つ
歌
の
位
相
、
並
び
に
そ
の
志
向
す
る
世
界
を
考
え
、
ま
た
都
市
と
都
市
的
文
化
に
直
面

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
の
内
部
に
生
じ
た
、
意
識
と
構
造
の
変
化
に
触
れ
な
が
ら
、
短
歌
の
形
式
、
様
式
に
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ

の
、
古
代
〈
都
市
〉
の
投
影
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
。

408

2

「
み
や
び
た
る
花
」
の
位
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
辞
書
的
に
い
う
と
、
　
「
み
や
び
」
な
る
語
は
動
詞
「
み
や
ぶ
」
の
名
詞
形
と
さ
れ
る
。
「
み
や
ぶ
」
の
語
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
「
み

や
」
は
、
本
来
神
の
い
る
御
殿
、
転
じ
て
天
皇
の
住
む
場
で
あ
る
「
宮
」
と
通
う
語
で
あ
り
、
　
「
ぶ
」
は
、
　
「
選
ぶ
」
　
「
荒
ぶ
」
な
ど
と

同
様
に
、
上
の
語
の
様
子
を
は
っ
き
り
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
　
「
み
や
び
」
は
本
来
的
に
、
宮
、
宮
廷
風
を
い
っ
た
語
で
あ
ろ
う
。
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大
伴
坂
上
郎
女
が
天
皇
に
献
じ
た
「
首
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び

あ
し
ひ
き
の
山
に
し
居
れ
ば
風
流
な
み
わ
が
す
る
わ
ざ
を
と
が
め
た
ま
ふ
な

（
巻
4
・
七
二
一
）

は
、
自
ら
の
居
住
を
「
山
」
と
謙
遜
し
な
が
ら
、
天
皇
、
宮
廷
の
風
、
振
舞
い
を
「
み
や
び
」
と
貴
ん
で
い
る
わ
け
で
、
木
下
正
俊
『
万

葉
集
全
戸
』
の
い
う
よ
う
に
、
み
や
び
の
「
原
義
に
最
も
忠
実
な
例
」
と
い
え
よ
う
。
一
楽
章
た
、
　
「
都
」
に
「
ぶ
」
の
つ
い
た
「
み
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
こ
び

こ
ぶ
」
の
語
が
あ
る
。
難
波
京
造
営
に
関
わ
る
「
昔
こ
そ
難
波
田
舎
と
は
言
は
れ
け
め
今
は
都
引
き
都
備
に
け
り
」
（
巻
3
．
三
一
二
）
な

ど
が
そ
の
例
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
「
田
舎
」
に
対
し
て
、
　
「
都
引
き
」
に
よ
る
土
地
の
都
市
化
の
状
態
そ
の
も
の
を
さ
す
言
葉
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
の
語
の
指
示
内
容
と
語
構
成
は
「
み
や
ぶ
」
と
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。
都
ぶ
り
や
都
風
の
意
を
内
包
す
る
「
み
や
び
」
と
い

う
言
葉
は
、
　
「
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
政
治
、
文
化
の
中
心
と
し
て
の
恒
常
的
な
都
城
「
み
や
こ
」
を
形
成
す
る
中
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
意
味
と
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
さ
れ
て
い
っ
た
語
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
み
や
び
（
ぶ
）
」
で
あ
る
が
、
上
代
に
お
け
る
そ
の
確
実
な
用
例
は
極
め
て
少
な
い
。
漢
語
訓
読
で
は
な
い
、

仮
名
書
き
の
例
は
、
　
『
万
葉
集
』
の
次
の
一
例
し
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
や
　
ぴ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
も

　
　
A
　
梅
の
花
虻
に
語
ら
く
美
也
備
た
る
花
と
呉
れ
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ
そ
　
一
に
云
ふ
「
い
た
づ
ら
に
あ
れ
を
散
ら
す
な
酒
に
浮
か

　
　
　
　
べ
こ
そ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
5
．
八
五
二
）

　
右
は
、
天
平
二
年
目
0
3
7
）
正
月
十
二
日
の
大
宰
帥
大
伴
旅
人
宅
の
宴
で
の
「
梅
花
歌
三
十
二
首
」
に
つ
づ
き
、
　
「
員
外
思
二
故
郷
一
歌
両

三
」
の
後
に
置
か
れ
た
「
後
追
二
和
梅
歌
一
四
首
」
の
最
後
の
一
首
で
あ
る
。
山
上
憶
良
作
と
の
説
（
土
屋
文
明
『
私
注
』
）
も
あ
る
が
、
大
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姻

旅
人
と
す
る
説
（
稲
岡
耕
二
『
万
葉
表
記
論
』
）
が
穏
当
で
あ
り
、
漢
文
の
序
を
置
き
、
当
風
の
風
雅
を
和
歌
で
試
み
た
梅
花
歌
三
十
二
首
の



余
韻
を
残
し
て
の
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
こ
の
歌
の
な
か
で
「
み
や
び
」
は
、
直
接
に
は
梅
の
花
の
属
性
を
述
べ
て
い
る
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

け
だ
が
、
一
首
の
構
成
と
そ
の
醸
し
出
す
風
韻
は
、
「
み
や
び
」
の
語
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
世
界
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
　
4

最
初
に
、
こ
の
「
み
や
び
」
の
語
の
確
実
な
一
例
を
も
つ
歌
の
特
徴
を
見
な
が
ら
、
　
「
み
や
び
」
の
志
向
を
し
て
い
る
世
界
を
探
っ
て
み

よ
う
。

　
一
首
は
ま
ず
そ
の
一
二
句
で
、
以
下
が
梅
花
の
夢
語
り
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
夢
の
中
で
の
語
り
と
い
う
設
定
は
、
男
女
間
に
お
け
る

夢
の
逢
瀬
や
、
夢
に
よ
る
神
の
託
宣
な
ど
、
　
『
万
葉
』
や
『
古
事
記
』
に
頻
出
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
夢
語
り
は
、
そ
れ
ら
の
霊
夢
に

見
る
よ
う
な
、
習
俗
や
神
話
を
背
景
と
し
た
呪
的
要
素
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
純
粋
な
美
と
し
て
、
花
の
夢
へ
の
示
現
で
あ
り
、
い

わ
ぽ
文
雅
の
も
の
と
し
て
の
虚
構
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
夢
に
娘
子
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
琴
の
語
り
と
、
そ
の
歌
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た

旅
人
の
書
状
（
巻
5
・
八
一
〇
と
そ
の
序
）
と
同
様
、
漢
籍
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
風
流
、
遊
び
心
を
思
わ
せ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方

こ
れ
を
歌
の
表
現
の
特
徴
か
ら
見
る
と
、
こ
こ
で
は
歌
の
中
に
、
会
話
が
「
語
ら
く
」
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

「
語
ら
く
」
に
よ
る
会
話
の
導
入
は
、
笠
金
村
の
志
貴
親
王
へ
の
挽
歌
（
巻
2
・
二
一
二
〇
）
や
家
持
の
挽
歌
（
巻
1
9
．
四
二
一
四
）
に
見
ら

れ
、
高
橋
虫
麻
呂
が
物
語
的
長
歌
で
よ
く
試
み
る
と
こ
ろ
だ
が
（
一
七
四
〇
、
一
八
〇
九
）
、
短
歌
で
は
唯
一
の
例
で
あ
る
。
い
わ
ば
口
語
的

な
一
人
称
会
話
体
を
一
首
に
導
き
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
歌
の
新
し
さ
と
、
そ
の
特
異
性
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
後
半
で
は
、
花
を
酒
に
浮
か
べ
る
風
流
が
、
梅
花
自
身
の
願
望
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
梅
は
中
国
が
原
産
で
あ
り
、
そ
れ
が
大
陸
に
近
い

大
宰
府
に
お
い
て
「
梅
花
歌
三
十
二
首
」
の
文
雅
の
歌
や
序
を
生
ん
だ
「
異
国
的
、
貴
族
的
な
文
雅
の
花
」
　
（
井
村
哲
夫
『
万
葉
集
全
注
』
）

で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
杯
中
に
浮
か
ぶ
梅
花
は
、
　
「
梅
花
歌
三
十
二
首
」
中
に
も
「
春
柳
か
づ
ら
に
折
り
し
梅

の
花
誰
か
浮
か
べ
し
酒
圷
の
へ
に
」
（
八
四
〇
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
契
沖
『
代
匠
記
』
が
「
落
花
時
涯
レ
酒
、
歌
鳥
全
縁
レ
琴
」
（
『
遊
仙
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窟
』
）
を
あ
げ
て
「
昼
鳶
テ
、
興
ニ
イ
ヘ
ル
ナ
ル
ベ
シ
」
と
い
う
よ
う
に
、
漢
籍
を
背
景
と
し
て
発
想
さ
れ
た
趣
向
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
『
代
匠
記
』
所
引
の
『
遊
仙
窟
』
の
詩
の
直
前
に
は
、
桃
と
並
ん
で
梅
の
神
仙
へ
の
近
接
を
思
わ
せ
る
「
梅
践
命
二
道
士
一
、
桃

澗
侍
二
神
仙
一
」
と
い
う
一
節
も
あ
り
、
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
に
は
「
神
仙
趣
味
を
愛
す
る
旅
人
が
、
梅
花
に
仙
女
を
連
想
す
る
の

は
極
め
て
自
然
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
無
の
梅
と
そ
の
趣
向
に
は
、
中
国
の
文
雅
へ
の
憧
憬
が
幾
重
に
も
重
ね

ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
一
首
で
は
、
そ
の
「
落
花
涯
レ
酒
」
へ
の
願
望
が
、
梅
花
自
身
の
「
み
や
び
」
性
の
自
覚
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
同
時
代
の
日
本
人
の
、
梅
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
文
化
、
漢
風
の
趣
向
へ
の
憧
憬
と
、
そ
れ
を
「
み
や
び
」
な
る

語
で
と
ら
え
る
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
よ
の
あ
か
り

　
と
こ
ろ
で
、
　
『
古
事
記
』
雄
略
記
は
、
槻
の
木
の
下
で
の
豊
楽
の
時
、
天
皇
が
、
三
重
采
女
が
槻
の
葉
の
落
ち
て
浮
か
ん
だ
酒
杯
を
自

分
に
勧
め
た
こ
と
を
怒
っ
て
、
自
ら
彼
女
を
殺
そ
う
と
し
た
話
を
載
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
采
女
は
、
宮
を
称
え
、
槻
の
大
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
さ
　
　
み
っ
た
ま
う
き

を
賛
め
な
が
ら
「
…
…
下
づ
枝
の
　
枝
の
末
葉
は
　
あ
り
衣
の
　
三
重
の
子
が
　
捧
が
せ
る
　
瑞
玉
蓋
に
　
浮
き
し
あ
ぶ
ら
　
落
ち
な
つ

　
　
　
み
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

さ
ひ
　
水
こ
を
ろ
　
こ
を
う
に
　
是
し
も
　
あ
や
に
畏
し
　
高
光
る
　
日
の
御
子
　
事
の
　
語
り
言
も
　
こ
を
ぽ
」
と
、
酒
杯
中
の
葉
を

賛
美
し
、
そ
れ
を
国
土
が
海
中
よ
り
生
成
さ
れ
た
と
い
う
国
土
創
造
神
話
に
転
じ
て
大
王
賛
美
と
す
る
寿
歌
を
献
上
し
て
事
無
き
を
得
る
。

こ
の
よ
う
な
宮
廷
寿
歌
と
比
較
す
る
と
、
同
じ
酒
中
の
も
の
と
は
い
え
、
杯
中
の
梅
花
は
、
歌
謡
に
お
け
る
呪
性
を
も
っ
た
槻
の
葉
と
は

様
相
を
異
に
し
た
、
享
楽
的
で
美
的
構
図
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
A
が
、
寿
詞
的
な
歌
謡
の
も
つ
磁
性
や
祭
式
性
か
ら
離
れ
た
位
置
に
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
、
寿
詞
を
支
え
て
い
た
古
代
的
な
宴
と
は
性
格
を
異
に
し
た
、
中
国
風
の
文
雅
の
宴
の

存
在
を
置
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
場
を
通
し
て
、
古
代
的
、
呪
的
な
自
然
観
、
世
界
観
は
大
き
な
変
容
を
迫
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

つ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
さ
て
、
本
文
下
に
記
さ
れ
て
い
る
異
伝
「
一
云
」
に
よ
る
と
、
三
句
以
下
は
「
い
た
づ
ら
に
あ
れ
を
散
ら
す
な
酒
に
浮
か
べ
こ
そ
」

で
、
　
「
み
や
び
」
と
い
う
語
が
出
て
こ
な
い
。
窪
田
空
穂
『
評
釈
』
は
、
　
評
判
」
は
前
三
首
と
の
関
係
か
ら
本
文
の
再
案
で
あ
る
と
す

る
が
、
　
二
云
」
の
説
明
的
平
板
さ
と
本
文
の
華
や
か
さ
を
比
較
す
る
と
、
本
文
が
最
終
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
の
形
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。
　
「
後
追
二
和
梅
歌
一
四
首
」
は
、
「
梅
花
歌
三
十
二
首
」
「
員
外
思
二
二
郷
一
歌
両
法
」
を
受
け
、
さ
ら
に
「
遊
二
松
浦
川
一
粒
」
と

そ
の
魏
々
に
続
く
一
連
の
中
に
あ
り
、
一
括
し
て
奈
良
の
都
の
吉
田
連
菌
に
贈
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
四
首
中
の
結
び
に
位
置
す
る
寮
歌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

お
け
る
「
み
や
び
」
は
、
一
連
の
中
で
、
一
方
で
は
前
置
さ
れ
た
「
員
外
思
二
故
郷
一
歌
両
毛
」
の
「
雲
に
飛
ぶ
薬
食
む
よ
は
毒
見
ぽ
い
や

し
き
我
が
身
ま
た
を
ち
ぬ
べ
し
」
（
八
四
八
）
と
い
っ
た
鄙
の
地
で
あ
る
大
宰
府
に
お
け
る
強
い
望
郷
意
識
、
奈
良
の
都
へ
の
思
い
の
反
照

で
あ
り
、
ま
た
一
方
で
は
「
…
…
花
容
無
レ
隻
、
轟
轟
無
レ
匹
。
開
二
柳
葉
於
眉
中
一
、
発
日
桃
花
於
頬
上
一
。
意
気
凌
レ
雲
、
風
流
絶
レ
世
」
と

い
っ
た
松
浦
川
の
魚
を
釣
る
乙
女
を
仙
女
に
擬
し
た
「
遊
二
松
浦
川
一
序
」
に
見
ら
れ
る
、
先
進
文
化
と
し
て
の
中
国
の
神
仙
郷
を
も
意
識

し
た
、
風
流
へ
の
傾
倒
に
続
い
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
「
風
流
」
は
「
み
や
び
」
に
通
う
）
。
辰
巳
正
明
は
、
「
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

花
歌
三
十
二
首
」
自
体
が
、
楽
府
「
梅
花
落
」
と
の
関
係
な
ど
か
ら
、
　
「
望
京
」
意
識
を
志
向
し
て
い
る
と
想
定
す
る
。
そ
れ
は
と
も
か

く
、
こ
の
「
み
や
び
」
は
、
　
「
員
外
思
二
故
郷
一
轍
両
首
」
の
「
み
や
こ
」
へ
向
け
て
の
望
郷
、
憧
憬
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り
」
（
巻
3
．
三
二
八
）
と
大
宰
少
弐
小
野
老
に
歌
わ
れ
た
都
“
中
央

に
対
す
る
、
　
「
大
君
の
遠
き
み
か
ど
」
で
あ
る
鄙
の
大
宰
府
に
あ
っ
て
こ
そ
強
調
さ
れ
る
意
識
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
大

陸
に
対
し
て
鄙
で
あ
る
と
こ
ろ
の
大
和
の
知
識
層
の
抱
く
、
大
陸
と
大
陸
の
文
雅
へ
の
憧
れ
を
、
直
接
な
形
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
内

に
蔵
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
道
の
趣
向
は
、
漢
籍
の
教
養
を
背
後
に
置
き
な
が
ら
選
び
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
表
現
に
は
、
習
俗
や
信

412



の
に
は
、
大
陸
的
風
雅
へ
の
憧
憬
と
、
都
へ
の
庶
幾
が
丸
払
し
て
い
る
。
逆
に
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
志
向
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て

「
み
や
び
」
と
い
う
語
が
選
び
、
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
大
陸
の
都
城
を
模
し
な
が
ら
日
本
の
都
城
が
形
成
、
整
備
さ

れ
て
い
く
時
代
の
、
美
意
識
、
文
化
意
識
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
は
、
古
代
的
な
混
沌
と
多
様
性
を
、
一
つ

の
中
央
に
む
け
て
黒
皮
さ
せ
て
い
く
も
の
と
い
え
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
み
や
び
」
を
求
め
る
時
代
の
志
向
が
、
古
代
の

歌
そ
の
も
の
を
変
容
さ
せ
て
も
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
万
葉
』
に
お
け
る
唯
一
の
確
実
な
用
例
と
し
て
の
「
み
や
び
」
は
、
都

市
の
中
で
和
歌
が
担
わ
さ
れ
て
い
く
、
官
人
、
貴
族
層
の
新
し
い
文
化
と
、
そ
の
感
性
の
一
面
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

3

「
み
や
び
を
」
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）

古代和歌と都市

　
さ
て
、
　
「
後
追
二
和
梅
歌
一
四
首
」
の
一
首
を
通
し
て
、
　
「
み
や
び
」
の
位
相
を
考
え
て
き
た
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
万
葉
』
に

お
け
る
「
み
や
び
」
の
語
の
確
実
な
用
例
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
他
は
、
　
「
風
流
」
な
ど
を
「
み
や
び
」
と
訓
読
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
の
中
で
多
い
の
は
「
み
や
び
を
」
と
い
う
形
で
あ
る
（
四
首
六
例
）
。
「
み
や
び
を
」
は
ま
さ
に
「
み
や
び
」
を
体
現
し
て
い
る
男
の
意

で
あ
る
が
、
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
あ
る
多
様
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
石
川
女
郎
と
大
伴
田
主
と
の
贈
答
を

見
な
が
ら
、
　
「
み
や
び
」
　
「
み
や
び
を
」
の
語
に
こ
め
ら
れ
た
意
識
と
そ
の
変
容
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
石
川
女
郎
贈
二
大
伴
宿
祢
田
主
一
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

　
　
　
　
み
や
び
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
B
　
遊
土
と
吾
は
聞
け
る
を
屋
戸
貸
さ
ず
吾
を
還
せ
り
お
そ
の
風
流
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
2
．
一
二
六
）



　
　
　
　
　
大
伴
田
主
、
字
日
二
仲
郎
一
。
容
姿
佳
艶
、
風
流
秀
絶
。
見
人
聞
者
靡
レ
不
二
歎
息
一
也
。
時
有
一
一
石
川
女
郎
一
。
自
成
二
隻
栖
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

　
　
　
　
　
感
一
、
恒
悲
二
丁
守
之
難
一
。
意
欲
レ
寄
レ
書
聖
レ
逢
二
良
信
一
。
侵
作
二
方
便
一
士
似
二
業
姻
一
、
己
提
二
禍
子
一
而
到
二
丁
側
一
、
硬
音
踊
　
4

　
　
　
　
　
足
叩
レ
戸
虚
日
。
東
隣
貧
女
将
レ
取
レ
出
来
　
。
於
レ
是
仲
凶
猛
裏
非
レ
二
二
冒
聖
典
形
一
、
慮
外
不
レ
単
二
目
端
之
計
一
。
任
レ
念
取
レ

　
　
　
　
　
火
、
就
レ
跡
帰
去
也
。
明
後
女
郎
二
審
二
自
重
之
可
ツ
慨
、
復
恨
二
心
契
之
弗
ワ
果
。
因
作
二
斯
歌
一
、
以
贈
二
誰
戯
一
焉
。

　
　
　
　
　
　
　
大
伴
宿
祢
田
主
報
贈
歌
一
首

　
　
　
　
み
や
び
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

　
　
C
　
遊
士
に
吾
は
あ
り
け
り
屋
戸
貸
さ
ず
還
し
し
吾
そ
風
流
士
に
は
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
＝
一
七
）

　
こ
の
贈
答
（
報
）
は
、
二
首
の
歌
と
、
一
首
目
の
後
に
漢
文
で
書
か
れ
た
歌
物
語
的
な
左
注
か
ら
成
立
し
て
い
る
（
さ
ら
に
一
二
八
に

続
く
が
こ
こ
で
は
略
す
）
。
そ
し
て
そ
の
中
に
「
み
や
び
を
」
の
語
は
、
里
中
に
四
回
、
「
遊
士
」
「
風
流
士
」
の
表
記
で
出
て
く
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
「
遊
士
」
「
風
流
士
」
は
、
古
く
は
「
ア
ソ
ビ
ヲ
」
「
タ
ハ
レ
ヲ
」
「
ミ
ヤ
ビ
ト
」
な
ど
と
訓
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
本
居
宣

長
『
万
葉
集
玉
の
小
琴
』
は
、
「
考
に
み
や
び
と
と
訓
れ
た
る
に
つ
き
て
、
猶
思
ふ
に
、
さ
て
は
宮
人
と
聞
き
て
ま
ぎ
ら
は
し
、
然
れ
ば
み

や
び
を
と
訓
べ
し
」
と
し
て
、
「
み
や
び
を
」
の
訓
を
示
し
、
こ
れ
が
四
箇
所
を
統
合
し
、
ま
た
「
風
流
」
の
訓
と
し
て
も
適
当
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

近
代
の
諸
注
こ
れ
に
従
う
。
右
は
、
岡
崎
義
恵
が
「
『
風
流
』
論
争
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
」
と
し
て
論
じ
た
よ
う
に
、
あ
た
か
も
「
み
や

び
を
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
の
問
答
の
体
を
な
し
て
い
る
女
と
男
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
首
は
、
注
を
は
ず
し
て
歌
だ
け
を
み
る
と
、
そ
の
自
立
性
と
戯
笑
性
が
損
な
わ
れ
る
。
ま
た
大
伴
田
主
な
る
人
物

は
題
詞
の
下
の
割
注
に
「
左
保
大
納
言
大
伴
卿
之
第
二
子
母
日
二
巨
勢
朝
臣
一
」
と
あ
る
が
正
史
に
は
現
れ
ず
、
ま
た
石
川
女
郎
（
郎
女
）

も
恋
多
き
女
性
と
し
て
万
葉
に
六
箇
所
見
え
る
が
、
そ
れ
が
同
一
人
か
ど
う
か
不
明
で
あ
り
、
実
体
が
見
え
に
く
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
考
え
る
と
、
二
首
と
そ
の
左
注
は
、
「
実
話
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
一
箇
の
作
り
物
語
」
（
武
田
祐
吉
『
全
註
釈
』
）
で
あ
り
、
ま
た
「
興



古代和歌と都市

味
は
注
を
主
と
し
た
も
の
で
、
歌
は
そ
れ
に
付
随
し
た
趣
が
あ
り
、
ま
た
歌
も
同
一
人
の
手
に
成
っ
た
趣
を
も
っ
て
い
る
」
（
窪
田
空
穂

『
評
釈
』
）
と
見
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
左
注
を
含
め
た
こ
の
贈
答
全
体
が
、
文
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
そ
れ
を
読
む
と
い
う
こ
と
を
あ
る
程

度
前
提
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
虚
構
の
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
、
作
者
の
「
み
や
び
（
を
）
」
観
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
み
や
び
」
の
表
記
の
一
つ
に
、
左
注
に
も
み
ら
れ
る
漢
語
「
風
流
」
が
当
て
ら
れ
、
漢
文
に
よ
る
戯
笑
的

な
物
語
と
合
体
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
贈
答
の
特
色
も
存
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。
一
連
の
内
容
は
、
独
り
身
を
嘆
く
石
川
女
郎
が
「
風
流
秀
絶
」
な
る
大
伴
田
主
に
「
方
便
」
を
も
っ

て
近
付
く
が
、
そ
の
志
を
果
た
せ
ず
、
よ
っ
て
「
誰
戯
」
の
歌
を
作
っ
て
贈
り
、
そ
れ
に
田
主
が
報
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
漢
文

で
書
か
れ
た
歌
物
語
的
な
左
注
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
そ
の
出
典
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
契
沖
『
代
速
記
』
は
、
　
「
隻
栖
」

に
「
如
二
王
翰
林
鳥
三
栖
一
朝
隻
一
」
（
播
安
仁
「
悼
亡
詩
」
『
文
選
』
第
二
＋
三
巻
所
収
、
『
玉
台
百
貫
』
に
も
）
、
「
独
守
之
難
」
に
「
蕩
子
行
不
レ

帰
　
空
士
難
二
黒
守
一
」
（
「
古
詩
十
九
首
」
『
文
選
』
第
二
十
九
巻
所
収
、
『
玉
台
新
講
』
で
は
上
乗
作
）
、
「
冷
媒
」
に
「
夫
二
二
自
曲
者
、
士
女
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

醜
行
也
（
曹
植
「
求
二
自
著
一
表
」
『
文
選
』
第
三
十
七
巻
所
収
）
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
小
島
憲
之
は
、
　
「
東
隣
」
の
女
は
、
　
「
必
ず
し
も

実
際
の
東
隣
の
女
を
さ
す
の
で
は
な
」
く
、
　
「
臣
二
軸
隣
有
二
一
女
子
こ
　
（
司
馬
相
如
「
美
人
賦
」
）
「
比
隣
之
佳
人
」
　
（
玉
江
滝
「
麗
色

賦
」
）
（
と
も
に
『
芸
文
類
聚
』
第
＋
八
巻
所
載
）
な
ど
の
例
の
ご
と
く
、
　
「
女
人
特
に
美
人
と
云
へ
ぽ
、
　
『
壁
隣
』
の
女
と
し
て
表
す
の
が
漢

籍
の
常
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
小
島
は
、
「
臣
里
之
夏
雲
、
莫
レ
若
二
臣
東
家
之
子
一
」
の
」
節
を
も
持
つ
宋
玉
「
登
二
子
好

色
賦
」
（
『
文
選
』
第
十
九
巻
所
収
、
『
芸
文
類
聚
』
第
＋
八
巻
所
載
）
や
、
司
馬
相
如
「
美
人
賦
」
と
こ
の
左
注
と
の
、
全
体
に
わ
た
っ
て
の
趣

向
の
類
似
を
分
析
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
左
注
は
暗
に
田
主
を
宋
玉
に
、
石
川
女
郎
を
東
家
之
子
に
た
と
え
、
結
果
的
に
「
登
長
子
好
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

賦
」
同
様
、
田
主
口
宋
玉
の
「
義
を
執
り
礼
を
守
っ
た
」
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4



　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
詠
歌
設
定
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
口
諦
の
説
話
を
漢
文
に
よ
っ
て
文
字
化
し
た
と
い
っ
た
性

格
の
も
の
で
は
な
く
、
諸
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
漢
籍
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
虚
構
的
物
語
に
よ
っ
て
創
造
、
構
成
さ
れ
た
一
つ
の
物

語
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
伝
統
的
な
説
話
世
界
と
は
断
ち
切
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
宋
玉
の
「
登
滝
子
好
色

賦
」
は
、
　
「
宋
玉
が
仮
に
登
量
子
と
い
う
人
物
を
設
定
し
て
、
淫
乱
を
い
さ
め
た
も
の
」
（
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選
』
置
注
）
だ
が
、
内
容
的

に
は
笑
い
の
要
素
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
こ
の
物
語
は
、
小
島
の
い
う
「
あ
そ
び
」
の
要
素
が
充
濫
し

て
お
り
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
が
、
漢
籍
の
〈
知
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

416

3
　
同
（
二
）

　
さ
て
、
二
首
の
贈
答
も
、
こ
の
よ
う
な
知
と
笑
を
も
っ
た
左
注
と
一
体
の
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
え
る
が
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
男
女
の
歌
の
贈
答
の
淵
源
に
は
、
歌
垣
に
お
け
る
男
女
の
歌
の
掛
合
い
が
幻
想
さ
れ
る
。
歌
、
あ
る
い
は
贈
答
歌
の
発
生
の
場
が

歌
垣
そ
の
も
の
に
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
例
え
ば
土
橋
寛
が
歌
垣
に
関
わ
る
舅
女
の
悪
。
歌
．
は
ね
つ
け
歌
」
と
し
て
あ
窺

『
古
事
記
』
の
、

　
　
八
田
の
　
一
本
菅
は
　
子
持
た
ず
　
立
ち
か
荒
れ
な
む
　
あ
た
ら
菅
原
　
言
を
こ
そ
　
菅
原
と
い
は
め
　
あ
た
ら
清
し
女

　
　
八
田
の
　
一
本
菅
は
　
独
り
居
り
と
も
　
大
君
し
　
よ
し
と
聞
か
さ
ぼ
　
独
り
居
り
と
も

と
い
っ
た
や
り
と
り
（
勿
論
、
物
語
中
の
も
の
と
し
て
の
創
作
性
は
認
め
ら
れ
る
）
や
、
　
『
万
葉
集
』
巻
二
の
相
聞
歌
群
、
例
え
ば
田
主

の
父
母
之
伝
え
る
大
伴
宿
祢
皮
麻
呂
と
巨
勢
郎
女
と
の
、
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玉
葛
実
な
ら
ぬ
木
に
は
ち
は
や
ぶ
る
神
ぞ
つ
く
と
い
ふ
な
ら
ぬ
木
ご
と
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
2
・
一
〇
一
）

　
　
玉
葛
花
の
み
咲
き
で
な
ら
ず
あ
る
は
誰
が
恋
に
あ
ら
め
我
は
恋
ひ
思
ふ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
一
〇
二
）

と
い
っ
た
贈
答
、
ま
た
久
米
禅
師
と
石
川
郎
女
の
、

　
　
　
こ
も

　
　
み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
わ
が
引
か
ば
貴
人
さ
び
て
否
と
言
は
む
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
2
・
九
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
引
か
ず
し
て
弦
は
く
る
わ
ざ
を
知
る
と
言
は
な
く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
2
・
九
七
）

と
い
っ
た
掛
合
い
（
こ
の
掛
合
い
は
さ
ら
に
三
首
続
く
）
な
ど
、
あ
る
種
の
悪
口
を
含
ん
だ
挑
発
的
誘
い
掛
け
と
、
そ
れ
へ
の
擾
ね
付
け

や
切
り
返
し
と
い
っ
た
言
葉
の
応
酬
が
、
男
女
の
相
関
、
贈
答
歌
の
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
墨
取
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
古

代
の
恋
愛
習
俗
の
一
斑
が
、
そ
の
よ
う
な
挨
拶
と
し
て
の
歌
の
実
用
性
を
支
え
、
そ
れ
が
物
語
と
し
て
語
ら
れ
、
ま
た
実
践
さ
れ
て
も
い

た
の
だ
ろ
う
。
石
川
女
郎
と
田
主
と
の
贈
答
歌
二
首
は
、
女
か
ら
の
歌
い
掛
け
、
男
の
拒
絶
と
い
う
特
殊
性
を
も
つ
が
、
基
本
的
に
は
そ

の
よ
う
な
贈
答
歌
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
贈
品
B
は
相
手
の
身
持
ち
の
良
さ
を
か
ら
か
い
、
答
歌
C
は
相
手
の
歌

中
の
言
葉
を
用
い
て
、
そ
れ
を
切
り
返
す
こ
と
で
、
相
手
に
反
撃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
先
の
歌
謡
や
歌
に
お
い
て
は
、
そ
の
掛
合
い
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
応
酬
さ
れ
る
の
が
、
　
「
一
本
松
」
「
玉
葛
」
「
信
濃
の
真
弓
」

と
い
っ
た
自
然
と
関
わ
る
景
物
や
物
体
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
「
み
や
び
を
」
と
い
っ
た
言
葉
、
観
念
そ
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
こ
に
B
C
の
贈
答
が
、
嘱
目
の
景
な
ど
を
序
詞
と
し
て
取
り
込
ん
で
構
成
さ
れ
る
古
代
の
相
聞
歌
の
様

式
、
例
え
ば
「
紫
草
」
を
媒
介
と
し
た
額
田
王
と
大
海
人
皇
子
の
贈
答
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
、
と
は
一
線
を
画
し
、
親
の
世
代

（
｝
○
一
、
二
）
と
隔
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
更
に
、
こ
の
贈
答
の
主
眼
、
特
徴
は
、
そ
の
「
み
や
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

を
」
な
る
語
義
を
め
ぐ
っ
て
の
両
者
の
ず
れ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
女
は
「
情
に
対
し
て
敏
感
な
人
」
（
窪
田
空
穂
『
評
釈
』
）
と
い
っ
た
い
　
4



わ
ぽ
恋
愛
方
面
の
機
微
を
体
得
し
て
い
る
者
と
し
て
「
み
や
び
を
」
と
言
い
、
そ
の
欠
落
を
非
難
し
て
い
る
の
に
対
し
、
男
は
「
風
流
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

の
資
格
と
し
て
の
礼
儀
正
し
さ
」
　
（
同
）
を
も
っ
て
「
み
や
び
を
」
を
と
ら
え
、
自
ら
を
誇
っ
て
女
を
は
ね
つ
け
、
女
に
切
り
返
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
　
「
み
や
び
を
」
に
対
す
る
二
人
の
解
釈
の
相
違
が
、
田
主
の
機
知
、
機
転
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
ま
た
こ
の
贈
答
に
あ
る

種
の
譜
誰
性
を
付
与
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

3
　
同
（
三
）

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
み
や
び
を
」
は
「
遊
士
」
　
「
風
流
士
」
と
文
字
表
記
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
逆
に
、
そ
の
文
字
の
字
義
や
、
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

味
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
「
み
や
び
を
」
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
。
ま
ず
「
遊
士
」
で
あ
る
が
、
こ
の
例
は
『
万
葉
集
』
中

に
、
他
に
三
例
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
春
二
月
諸
大
夫
等
集
二
左
小
弁
巨
勢
二
見
麻
呂
朝
臣
家
一
宴
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

　
　
D
　
海
原
の
遠
き
わ
た
り
を
遊
士
の
遊
び
を
見
む
と
な
つ
さ
ひ
そ
来
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
6
．
一
〇
一
六
）

　
　
　
　
右
一
首
書
二
白
紙
一
懸
主
著
屋
壁
一
也
。
題
意
、
蓬
莱
仙
媛
所
レ
化
嚢
謹
書
、
為
二
風
流
秀
才
之
士
一
　
。
斯
凡
首
書
レ
所
詮
望
見
一
哉

　
　
　
　
　
　
旋
頭
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

　
　
E
　
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
月
の
船
出
づ
遊
士
の
飲
む
酒
圷
に
影
に
見
え
つ
つ
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
7
・
一
二
九
五
）

　
　
　
　
　
　
桜
花
歌
一
首
　
井
短
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

　
　
F
　
を
と
め
ら
が
　
か
ざ
し
の
た
め
に
遊
士
の
　
伸
綬
の
た
め
と
敷
き
ま
せ
る
　
国
の
は
た
て
に
咲
き
に
け
る
桜
の
花
の
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に
ほ
ひ
は
も
あ
な
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
8
・
一
四
二
九
）

　
　
　
　
　
　
　
反
歌

　
　
G
　
去
年
の
春
逢
へ
り
し
君
に
恋
ひ
に
て
し
桜
の
花
は
迎
へ
け
ら
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
一
四
三
〇
）

　
　
　
　
　
右
二
首
若
宮
年
魚
麻
呂
講
之

　
そ
れ
ぞ
れ
背
景
に
宴
を
想
定
さ
せ
る
歌
で
あ
り
、
知
的
で
迫
る
と
こ
ろ
の
な
い
宮
人
、
都
会
人
士
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
　
『
文
選
』
班

孟
堅
「
両
都
賦
」
は
漢
時
代
の
長
安
の
様
と
し
て
、
「
都
人
士
女
、
殊
異
二
丁
五
方
一
、
遊
士
擬
二
七
公
侯
一
、
列
緯
修
二
隆
運
姜
一
」
と
記
す
。

「
遊
士
」
は
、
「
農
耕
な
ど
に
従
事
し
な
い
」
「
士
分
の
人
々
」
（
諸
橋
『
大
漢
和
辞
典
』
）
、
都
に
あ
っ
て
豊
か
に
富
み
、
享
楽
的
な
生
活
を

送
る
男
の
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
遊
士
」
と
し
て
の
「
み
や
び
を
」
の
基
底
を
な
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、
小
島
憲
之
は
、
蓬
莱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
仙
媛
の
化
身
を
い
う
D
と
そ
の
左
注
の
背
景
に
『
遊
仙
窟
』
の
世
界
を
置
き
、
詩
歌
を
翫
ぶ
風
流
事
、
宴
の
存
在
を
見
て
い
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
と
ら
え
た
「
み
や
び
を
」
は
、
単
な
る
都
会
人
士
以
上
の
、
　
「
凡
客
」
と
は
異
な
っ
た
文
化
的
あ
り
よ
う
を
体
し
た
「
み
や

び
を
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
D
の
左
注
に
あ
っ
て
、
　
「
み
や
び
を
」
を
と
ら
え
直
し
た
「
風
流
秀
才
之
士
」
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

石
川
女
郎
と
田
主
の
贈
答
に
そ
れ
ぞ
れ
「
遊
士
」
を
言
い
換
え
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
「
風
流
士
」
の
「
風
流
」
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
　
「
風
流
士
」
と
呼
応
す
る
和
語
「
み
や
び
を
」
は
、
都
会
人
士
を
い
い
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
選
別
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
た

文
化
的
価
値
を
保
持
し
た
男
に
対
し
て
い
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
（
1
0
）

　
と
こ
ろ
で
、
漢
語
「
風
流
」
で
あ
る
が
、
そ
の
中
国
に
お
け
る
語
義
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
嘉
基
、
岡
崎
義
恵
、
小
川
環
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

他
の
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
受
け
犬
塚
旦
は
、
　
「
風
流
」
に
、
　
（
一
）
政
教
的
倫
理
的
（
二
）
文
雅
的
美
的
（
三
）
好
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

的
の
三
種
類
の
意
味
、
区
別
の
あ
る
こ
と
を
い
う
。
概
略
は
後
注
に
譲
る
が
、
漢
語
「
風
流
」
の
中
に
蓄
積
さ
れ
た
そ
の
語
義
の
多
層
性
　
4



は
、
諸
氏
が
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
石
川
女
郎
と
大
伴
田
主
と
の
贈
答
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
　
「
日
本
古
典
文
学

全
集
」
　
『
万
葉
集
』
は
、
晋
代
以
後
の
「
風
流
」
に
（
一
）
個
人
の
道
徳
的
風
格
（
二
）
放
縦
不
平
（
三
）
官
能
的
頽
廃
性
を
帯
び
た
な

ま
め
か
し
さ
、
な
ど
の
意
が
あ
る
と
し
、
田
主
は
伝
統
的
な
（
一
）
を
、
女
郎
は
（
三
）
の
延
長
と
も
い
え
る
畑
鼠
的
な
好
色
の
意
に
解

釈
し
て
い
る
と
す
る
。
空
穂
が
「
風
流
士
の
資
格
と
し
て
の
礼
儀
正
し
さ
」
　
「
情
に
対
し
て
敏
感
な
人
」
と
い
っ
て
い
る
も
の
を
、
漢
語

「
風
流
」
と
の
呼
応
の
中
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
み
や
び
を
」
が
そ
の
ま
ま
「
風
流
士
」
で
は
な
い
に
し
ろ
、
左
注
と
一
体
化
し
た

二
首
に
あ
っ
て
、
漢
語
「
風
流
」
の
多
層
性
は
必
ず
や
意
識
さ
れ
、
生
か
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
女
郎
の
言
に
お
け
る
「
み
や
び
を
」
の
好
色
性
は
、
漢
語
「
風
流
」
に
お
い
て
は
比
較
的
新
し
い
要
素
と
は
い
え
、
和
歌
の
恋

歌
の
レ
ベ
ル
で
は
、
伝
統
的
、
旧
来
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
久
米
禅
師
と
石
川
郎
女
と
の
掛
合
い
で
、
郎
女

は
、
男
の
悪
口
に
挑
発
的
に
切
り
返
し
な
が
ら
相
手
に
靡
き
、
誘
う
よ
う
な
媚
態
を
示
し
（
巻
2
．
九
七
、
九
八
）
、
ま
た
大
津
皇
子
と
の

贈
答
（
一
〇
八
）
で
は
、
皇
子
の
言
葉
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
答
え
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
が
B
の
「
石
川
女
郎
」
と
同
一
人
で
あ
る
と

い
う
保
証
は
な
い
し
、
事
実
を
背
景
と
し
た
も
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
「
石
川
女
郎
（
郎
女
）
」
と
い
う
一
つ
の
記
号
に
は
、
宮

廷
を
舞
台
と
し
た
歌
語
り
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
好
色
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
女
性
の
言
と
し
て
の
、
男
性
に
求
め

ら
れ
る
「
み
や
び
を
」
性
は
、
宮
廷
的
み
や
び
と
し
て
の
、
男
女
間
の
当
意
即
妙
の
愛
の
言
葉
と
そ
の
積
極
的
な
行
動
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
相
聞
の
磁
場
や
、
貴
種
と
し
て
選
び
ぬ
か
れ
た
男
に
期
待
さ
れ
る
好
色
性
を
、
女
郎
の
「
み
や
び
を
」
の
語
は
志
向
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
、
祝
祭
と
し
て
の
歌
垣
に
お
い
て
男
に
求
め
ら
れ
る
も
の
や
、
古
代
の
神
や
英
雄
的
な
王
や
物
語
の
主
人

公
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
類
同
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
漢
字
に
よ
る
文
字
化
以
前
の
「
み
や
び
」
観
を
そ
れ
は
含
み
も
っ
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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古代和歌と都市

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
石
川
女
郎
の
「
み
や
び
」
に
対
し
て
、
田
主
は
正
統
な
る
「
風
流
士
」
を
任
ず
る
こ
と
で
切
り
返
す
。
倫
理
的

な
「
風
流
」
は
、
先
に
後
注
で
触
れ
た
漢
語
「
風
流
」
の
語
史
の
中
で
は
古
い
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
み
や
び
」
の
観
念
は
、
こ
の

国
で
は
新
し
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
「
ま
す
ら
を
や
片
恋
せ
む
と
嘆
け
ど
も
し
こ
の
ま
す
ら
を
な
ほ
恋
ひ
に
け
り
」
（
舎
人
皇
子
巻

2
．
一
一
七
）
「
…
…
ま
す
ら
を
と
　
思
へ
る
わ
れ
も
　
敷
妙
の
　
衣
の
袖
は
　
通
り
て
濡
れ
ぬ
」
　
（
人
麻
呂
巻
2
・
＝
二
五
）
と
い
っ
た

歌
に
見
ら
れ
る
、
剛
強
な
男
の
意
と
官
人
の
意
識
の
合
体
し
た
「
ま
す
ら
を
」
意
識
を
さ
ら
に
進
め
た
、
い
わ
ぽ
律
令
制
下
の
都
市
官
人

に
求
め
ら
れ
る
倫
理
性
と
で
も
い
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
あ
っ
て
は
、
礼
、
制
度
に
よ
ら
な
い
好
色
的
情
熱
、
情
念
は
、
そ
れ

が
切
実
な
も
の
で
も
倫
理
的
に
排
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
女
郎
が
「
方
便
」
の
失
敗
の
後
、
自
分
の
行
動
を
恥

じ
た
ひ
と
つ
の
大
き
な
要
因
は
、
彼
女
の
と
っ
た
行
動
が
「
自
媒
」
に
当
た
る
こ
と
に
よ
る
。
　
「
自
媒
」
は
男
女
の
間
に
あ
っ
て
、
媒
人

を
た
て
ず
に
自
ら
行
動
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
、
『
礼
記
』
の
旧
記
に
は
、
「
夫
礼
、
二
二
民
所
ワ
淫
、
章
二
民
之
別
一
、
使
二
民
無
ワ
嫌
、
以

為
二
民
紀
一
者
也
。
故
男
女
無
レ
早
追
レ
交
、
無
レ
幣
不
二
相
見
一
。
恐
二
男
女
之
無
ワ
七
転
」
と
あ
る
。
「
媒
」
に
よ
ら
ず
、
し
か
も
女
性
か
ら
男

に
接
近
し
た
こ
と
は
、
そ
の
「
方
便
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
い
わ
ぽ
礼
の
思
想
か
ら
し
て
「
悦
」
ず
べ
き
事
で
あ
っ
た
。
逆
に
い
う
と
、

そ
の
様
な
女
性
の
行
動
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
に
、
礼
の
思
想
に
合
致
し
た
男
の
姿
勢
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
、
男
が
「
み
や
び
を
」
と

し
て
自
ら
を
賞
賛
す
る
要
因
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
　
『
遊
仙
窟
』
に
「
女
人
差
一
自
嫁
一
、
方
便
待
二
渠
招
一
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
自
媒
」
の
否
定
を
逆
手
に
と
っ
た
よ
う
な
表
現
が
あ
り
、
当
左
注
の
「
自
宗
」
　
「
方
便
」
も
戯
笑
的
な
要
素
が
濃
厚
で
あ
り
、
女
郎
の

言
葉
は
漢
籍
の
知
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
醒
め
た
目
も
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
し
か
し
全
体
と
し
て
石
川
女
郎
の

旧
に
対
し
て
、
大
伴
田
主
の
新
が
際
立
つ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

　
さ
て
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
　
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
目
鵬
）
三
月
一
四
日
の
「
夫
礼
老
、
天
地
経
義
、
人
倫
鋳
範
也
。
道
徳
　
4



仁
義
、
因
レ
礼
乃
弘
、
教
訓
正
俗
、
待
レ
礼
書
成
。
比
者
、
諸
司
容
儀
、
多
量
二
礼
義
一
。
加
以
、
男
女
無
レ
別
、
昼
夜
相
会
。
（
以
下
略
）
」
と

い
っ
た
詔
は
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
礼
記
』
の
曲
礼
の
「
道
徳
仁
義
、
非
レ
礼
不
レ
成
、
教
訓
超
俗
、
非
レ
礼
不
レ
備
」
と
い
っ
た
思
想

を
背
景
に
、
諸
司
の
容
儀
の
違
礼
、
男
女
の
風
紀
の
乱
れ
、
さ
ら
に
は
「
京
城
内
外
」
の
「
繊
臭
」
を
あ
げ
、
所
司
の
検
察
す
べ
き
こ
と

を
求
め
て
い
る
。
「
自
媒
」
と
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
律
令
の
時
代
に
入
っ
て
、
国
家
が
人
々
に
課
し
て
い
た
も
の
の
一
端
が
み

え
よ
う
。
狩
野
久
は
先
聖
書
で
、
こ
の
よ
う
な
詔
で
強
調
さ
れ
て
い
る
礼
的
秩
序
は
、
「
藤
原
京
な
る
都
城
制
が
求
め
て
い
る
礼
的
秩
序
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
「
民
衆
の
な
か
に
あ
る
共
同
体
的
慣
行
（
男
女
無
別
、
昼
夜
相
会
）
は
拒
否
さ
れ
」
　
「
両
省
と
五
府
に
よ
り
糾
弾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

さ
れ
る
べ
き
対
象
と
な
っ
た
」
こ
と
を
い
う
。
貴
族
社
会
に
し
ろ
、
民
衆
的
世
界
に
し
ろ
、
実
際
の
男
女
の
世
界
が
「
礼
的
秩
序
」
を
庶

幾
し
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
（
こ
れ
は
「
礼
的
秩
序
」
を
論
じ
る
『
礼
記
』
の
「
坊
記
」
自
体
の
嘆
く
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
文
学
や

笑
い
が
、
し
ぼ
し
ば
そ
の
よ
う
な
人
間
の
本
質
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
、
そ
の
よ
う
な
中
国
風
の
新
し
い
都
市
と

そ
の
倫
理
を
根
幹
と
す
る
「
み
や
び
」
の
あ
り
か
た
が
、
田
主
の
歌
の
背
後
に
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
石
川
女
郎
と
田
主
と
の
贈
答
に
は
、
大
陸
の
文
芸
、
思
想
、
制
度
の
圧
倒
的
な
影
響
の
も
と
で
、
共
同
体
的
、

土
俗
的
な
も
の
を
残
し
た
「
み
や
び
」
か
ら
、
新
し
い
時
代
の
都
城
風
「
み
や
び
」
へ
の
転
換
の
位
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の

創
作
時
期
は
正
確
に
は
判
然
と
し
な
い
が
、
和
歌
に
お
け
る
伝
統
的
な
贈
答
の
あ
り
よ
う
を
一
つ
の
骨
格
と
し
な
が
ら
も
、
漢
文
世
界
と

混
交
し
、
新
し
い
時
代
の
知
的
機
微
や
笑
い
を
含
み
も
ち
な
が
ら
変
容
し
て
い
く
歌
の
一
つ
の
方
向
を
、
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
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4

「
み
や
び
」
の
志
向
す
る
も
の

古代和歌と都市

　
さ
て
、
B
C
歌
に
お
け
る
「
み
や
び
」
観
の
落
差
は
、
同
時
に
歌
を
支
え
る
場
の
変
化
を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
森
朝
男

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
　
「
歌
垣
」
は
、
都
市
の
成
立
に
よ
っ
て
変
容
、
槌
平
し
て
い
く
。
天
平
神
護
二
年
正
月
十
四
日
の
「
禁
二
食
両
京

畿
内
踏
歌
一
事
」
や
延
暦
十
七
年
十
月
四
日
の
「
禁
強
制
詞
寄
畿
内
夜
祭
歌
垣
一
事
」
（
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
）
は
、
以
前
よ
り
の
禁
制
を
確

認
し
な
が
ら
、
都
市
に
お
け
る
歌
垣
（
「
里
中
踏
歌
」
）
や
「
夜
祭
飲
食
」
な
ど
を
、
「
男
女
無
レ
別
」
「
上
下
失
レ
序
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ば

「
礼
的
秩
序
」
を
乱
す
も
の
と
し
て
禁
じ
て
い
く
。
そ
し
て
、
都
市
の
歌
垣
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
窟
）
二
月
一
日
の
条
の
「
天

皇
御
二
朱
雀
門
一
覧
二
歌
垣
こ
の
ご
と
く
、
官
許
の
も
の
だ
け
が
、
都
市
の
礼
的
秩
序
の
も
と
に
儀
礼
化
さ
れ
て
い
く
。
森
の
い
う
よ
う

に
、
　
「
村
落
共
同
体
的
体
制
の
う
ち
の
み
で
調
和
的
に
存
在
し
」
得
た
歌
垣
的
世
界
は
、
万
葉
時
代
、
東
国
な
ど
に
そ
の
姿
を
止
め
る
の

み
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
B
C
は
も
ち
ろ
ん
歌
垣
の
歌
で
は
な
い
が
、
そ
の
表
現
様
式
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
歌
垣
的
な
贈
答
を
骨

格
に
、
そ
れ
を
変
容
、
解
体
し
て
い
く
方
向
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
大
伴
田
主
の
「
み
や
び
を
」
観
に
見
ら
れ
る
倫
理
性
は
思
想
的
に
も

歌
垣
的
な
も
の
を
否
定
し
て
い
た
。
実
体
と
し
て
の
歌
垣
が
消
滅
し
、
そ
の
表
現
の
み
が
物
語
的
空
間
の
中
に
残
存
さ
れ
て
い
く
の
が
、

都
市
の
時
代
の
創
作
的
贈
答
歌
の
姿
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
、
天
平
六
年
の
歌
垣
の
条
で
は
、
「
男
女
二
百
四
十
余
人
、
五
品
已
上
有
二
風
流
一
皆
皆
霊
亀
雑
其
中
こ
と
あ
り
、
当
時
の
雅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

楽
頭
の
栗
栖
王
や
、
　
『
家
伝
下
』
に
「
風
流
侍
従
」
と
記
さ
れ
た
長
田
王
や
門
三
王
ら
四
人
が
「
頭
」
と
な
っ
て
、
「
難
波
曲
、
倭
部
曲
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

浅
茅
原
曲
、
広
瀬
曲
、
八
裳
豊
野
」
な
ど
の
古
曲
を
「
以
二
本
末
一
唱
和
」
し
、
都
の
士
女
が
そ
れ
を
見
て
歓
を
極
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て



い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
が
何
を
示
す
か
は
不
明
だ
が
、
各
々
の
曲
に
は
あ
る
地
方
性
、
地
域
性
が
う
か
が
え
、
ま
た
宝
亀
元
年
の
河
内
で

の
歌
垣
の
条
で
は
、
二
首
の
歌
を
あ
げ
、
ま
た
「
毎
二
歌
曲
折
一
、
挙
レ
挟
為
レ
節
、
其
余
四
首
、
並
是
古
詩
」
と
あ
り
、
「
歌
垣
で
は
、
宮

廷
風
に
編
曲
さ
れ
た
古
曲
が
唱
和
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
野
鳥
が
行
わ
れ
た
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
明
日
本
紀
　
二
』
五
五
九
頁
）
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
取
り
仕
切
る
の
が
、
「
風
流
」
あ
る
貴
公
子
で
あ
る
。
彼
ら
の
保
有
す
る
「
風
流
」
「
み
や
び
」
が
、

王
権
の
中
心
た
る
人
工
的
な
都
市
空
間
の
中
に
旧
来
の
歌
謡
を
取
り
込
み
、
そ
れ
を
律
令
制
の
秩
序
の
中
に
蘇
生
、
再
編
し
、
さ
ら
に
人

々
に
還
元
す
る
こ
と
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
、
そ
の
よ
う
な
時
代
相
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、

「
安
レ
上
治
レ
民
、
莫
レ
善
二
二
礼
一
。
移
レ
風
易
レ
俗
、
莫
レ
善
二
於
楽
園
。
礼
楽
所
レ
興
、
惟
在
二
二
寮
一
。
（
以
下
略
）
」
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元

年
八
月
二
十
二
日
の
勅
）
と
い
っ
た
、
礼
と
楽
、
学
芸
に
対
す
る
思
想
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
ま
た
天
平
八
年
、
葛
井
連
広
成
の
家
に
「
歌
侮
所
諸
王
臣
子
」
が
物
し
た
と
き
の
題
詞
は
（
『
万
葉
』
巻
6
二
〇
一
一
、
二
）
、
近
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

古
血
の
隆
盛
を
い
い
、
　
「
と
も
に
古
情
を
尽
し
て
古
歌
を
唱
ふ
べ
し
」
と
し
て
主
が
客
人
に
「
古
曲
二
節
」
を
献
じ
、
さ
ら
に
「
風
流
意

気
の
士
、
た
ま
さ
か
に
こ
の
集
ひ
の
中
に
あ
ら
ぽ
、
争
ひ
て
念
ひ
を
発
し
、
心
々
に
古
体
に
和
せ
よ
」
と
そ
れ
へ
の
唱
和
を
促
し
て
い

る
。
岡
崎
義
恵
は
そ
こ
に
、
「
雅
情
の
盛
な
る
発
露
」
「
俗
界
を
離
れ
た
芸
術
的
・
詩
的
情
熱
」
を
見
、
「
高
遽
不
覇
」
に
通
う
も
の
を
見
る

が
、
同
時
に
こ
こ
に
も
や
は
り
、
古
歌
唱
和
を
ひ
と
つ
の
「
風
流
」
と
す
る
意
義
、
時
代
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
武
将
を
多
く
生

ん
だ
中
国
山
西
の
荒
々
し
い
民
俗
を
い
っ
た
『
漢
書
』
の
「
其
風
声
風
俗
、
自
レ
古
而
然
、
今
之
歌
謡
慷
慨
、
風
流
猶
存
レ
耳
」
（
巻
六
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

趙
充
国
選
慶
忌
伝
）
に
つ
い
て
、
小
西
甚
一
は
「
辺
境
の
歌
謡
に
残
る
古
来
の
伝
統
性
を
風
流
と
い
っ
た
」
と
述
べ
る
。
ま
た
『
文
選
』
毒

血
文
の
「
宋
書
謝
霊
運
伝
論
」
の
「
然
則
歌
詠
所
レ
興
、
三
下
自
二
生
民
一
始
上
也
。
周
補
正
衰
、
風
流
彌
著
」
の
「
風
流
」
は
、
詩
歌
の
流

伝
を
い
っ
て
、
結
果
的
に
は
詩
歌
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ
。
逆
に
い
え
ば
、
鄙
の
歌
に
残
さ
れ
て
い
る
遺
風
、
伝
統
を
た
ど

424



古代和歌と都市

り
、
ま
た
毛
詩
大
序
に
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
詩
歌
を
民
の
声
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
と
ら
え
、
重
要
視
す
る
政
教
的
な
詩
歌
観
も
、

古
歌
、
古
体
尊
重
に
は
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
超
俗
、
美
へ
の
志
向
と
重
な
り
な
が
ら
、
古
を
尊
び
、
　
「
楽
」
に
も
つ
な
が
る

伝
統
性
を
重
ん
じ
る
精
神
の
発
動
が
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
地
方
性
と
伝
統
性
を
も
っ
た
古
歌
が
、
自
然
や
信
仰
と
一
定
の

距
離
を
置
い
た
都
市
の
「
み
や
び
」
　
「
風
流
」
の
宴
に
取
り
込
ま
れ
て
い
き
、
都
市
は
そ
れ
を
自
ら
の
秩
序
の
内
部
に
位
置
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

で
そ
れ
を
支
配
し
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
唱
和
性
と
い
う
意
味
で
は
、
先
に
「
遊
士
」

の
例
と
し
て
あ
げ
た
E
（
「
三
笠
な
る
春
日
の
山
に
…
…
」
）
が
、
旋
頭
歌
と
い
う
、
あ
る
民
謡
性
や
歌
唱
性
を
含
み
も
つ
形
式
に
拠
っ
て

い
る
こ
と
は
、
旋
頭
歌
自
体
の
成
立
の
経
緯
は
と
も
か
く
、
都
市
に
お
け
る
宴
と
い
う
新
し
い
場
の
共
同
性
や
み
や
び
の
性
格
や
志
向
を

考
え
る
上
で
、
興
味
あ
る
と
こ
ろ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

　
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
先
に
「
遊
士
」
の
例
と
し
て
あ
げ
た
「
桜
花
歌
一
首
井
短
歌
」
F
は
、
　
「
右
二
首
若
宮
年
魚
麻
呂
論
之
」
と
の
左

注
を
も
つ
。
若
宮
年
魚
麻
呂
は
伝
未
詳
だ
が
、
柘
枝
伝
説
を
素
材
と
し
た
作
歌
が
あ
り
（
拳
3
・
三
八
七
）
、
ま
た
伝
諦
歌
か
と
思
わ
れ
る

長
反
歌
を
「
諦
」
し
て
お
り
（
同
．
三
八
八
、
九
）
、
天
平
の
「
風
流
」
　
「
み
や
び
」
に
連
な
る
人
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
G
の
上
戸
は
「
桜

を
擬
人
し
て
『
君
』
は
そ
の
宴
の
主
人
を
さ
し
た
も
の
」
（
澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
）
で
あ
り
、
A
の
梅
の
み
や
び
を
も
思
わ
せ
る
文
芸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

的
な
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
F
「
を
と
め
ら
が
　
か
ざ
し
の
た
め
に
　
遊
士
の
　
伸
綬
の
た
め
と
　
敷
き
ま
せ
る
　
国
の
は
た
て
に
　
咲
き

に
け
る
　
桜
の
花
の
　
に
ほ
ひ
は
も
あ
な
に
」
は
、
年
魚
麻
呂
が
お
そ
ら
く
「
酒
宴
の
席
上
で
短
し
た
」
（
窪
田
空
穂
『
評
釈
』
）
寿
歌
的
な

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
も
、
見
て
き
た
よ
う
な
風
流
の
構
図
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

　
一
首
は
「
を
と
め
」
「
遊
士
」
と
い
う
選
ば
れ
た
都
の
人
士
の
た
め
に
、
　
「
国
の
は
た
て
」
ま
で
桜
が
咲
く
こ
と
を
い
い
、
そ
の
花
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5

色
を
愛
で
な
が
ら
、
そ
れ
を
身
に
付
け
る
「
を
と
め
」
　
「
遊
士
」
を
賛
美
し
て
い
る
。
　
「
国
の
は
た
て
」
は
契
沖
『
寺
口
記
』
の
い
う
よ
　
4



う
に
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
国
の
か
ぎ
り
に
さ
く
花
を
思
ひ
や
る
」
意
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
は
王
権
、
律
令
の
及
ぶ
全
国
を
指
そ
う
。
一
首
は

対
象
が
中
国
風
の
梅
で
な
く
伝
統
的
な
桜
で
あ
り
、
「
か
ざ
し
」
コ
縷
し
な
ど
呪
的
な
も
の
も
思
わ
せ
る
が
、
古
歌
や
鄙
歌
と
い
っ
た
わ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

で
は
な
く
、
　
「
国
の
は
た
て
」
を
持
ち
だ
し
つ
つ
、
そ
れ
と
対
照
し
な
が
ら
全
国
の
美
を
集
中
さ
せ
る
中
央
の
「
を
と
め
」
　
「
遊
士
」
を

強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
都
の
春
の
遊
興
で
、
　
「
み
や
び
」
な
る
男
女
の
「
風
流
」
を
た
た
え
て
「
謂
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
き

う
。
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ぽ
こ
れ
を
、
人
麻
呂
の
吉
野
賛
歌
「
…
…
山
神
の
　
奉
る
御
調
と
　
春
へ
に
は
　
花
か
ざ
し
持
ち
　
言
立
て
ぽ

黄
葉
か
ざ
せ
り
…
…
」
（
巻
－
・
三
八
）
と
比
較
す
る
と
、
伝
統
的
な
賛
美
の
表
現
に
繋
が
っ
て
い
く
一
つ
の
流
れ
を
見
せ
な
が
ら
も
、
人

麻
呂
歌
が
山
の
神
の
天
皇
へ
の
貢
上
物
と
し
て
の
花
、
黄
葉
を
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
当
歌
で
は
花
の
向
け
ら
れ
る
方
向
が
神
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

心
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
の
天
皇
か
ら
、
　
「
を
と
め
」
　
「
遊
士
」
と
い
っ
た
中
央
の
都
市
の
人
間
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
ア
ニ
、
ミ
ズ
ム

的
自
然
観
か
ら
花
の
美
そ
の
も
の
へ
の
賛
美
が
濃
厚
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
新
し
さ
は
際
立
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
あ
る
伝

統
性
、
地
方
性
を
も
取
り
込
み
な
が
ら
中
央
、
都
（
の
人
）
を
賛
美
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
先
に
見
て
き
た
「
み
や
び
」
の
性
格
と
よ
く
合

致
し
て
お
り
、
象
徴
的
に
い
う
な
ら
鄙
の
文
化
を
集
め
、
そ
れ
を
従
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
都
の
「
み
や
び
」
の
文
化
の
構
図
を
浮
き
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
を

が
ら
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
　
「
遊
士
」
に
託
さ
れ
て
い
る
「
み
や
び
」
の
概
念
は
、
あ
る
伝
統
性
を
継
承
し
つ
つ
も
、

自
然
や
人
間
や
社
会
に
対
す
る
古
代
的
な
観
念
を
払
拭
し
な
が
ら
、
時
代
と
時
代
に
お
け
る
美
や
思
想
の
志
向
に
そ
っ
て
そ
の
姿
を
現
わ

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
、
都
市
の
時
代
に
お
け
る
寿
歌
の
変
容
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
「
み
や
び
」
の
進
ん

で
い
く
方
向
、
．
そ
の
文
化
的
、
政
治
的
背
景
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

426

さ
て
、
本
稿
で
は
和
歌
と
都
市
の
出
会
い
を
考
え
る
た
め
、
　
「
み
や
び
」
　
「
み
や
び
を
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
を
も
つ
歌



の
特
徴
や
位
相
を
追
い
な
が
ら
、
文
化
と
し
て
の
「
み
や
び
」
の
志
向
し
て
い
る
も
の
を
考
え
て
き
た
。
岡
崎
義
恵
は
、
　
「
訓
読
の
み
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

い
所
か
ら
考
へ
る
と
、
『
み
や
び
』
の
語
は
元
『
閑
』
『
雅
』
『
風
流
』
な
ど
の
漢
字
を
訓
読
す
る
為
に
行
は
れ
は
じ
め
た
」
の
で
は
な
い

か
と
も
想
像
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
大
和
言
葉
「
み
や
び
」
が
漢
語
「
風
流
」
と
出
会
い
、
漢
字
の
意
味
を
と
り
こ
ん
で
、
さ
ま
ざ
ま

に
重
層
性
を
加
え
て
い
っ
た
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
き
た
。
　
「
み
や
び
」
の
確
実
な
用
例
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
ま
た
時
代
を
遡
れ
な

い
た
め
に
、
推
量
や
想
像
の
部
分
が
大
き
い
が
、
中
国
の
文
化
の
大
き
な
影
響
下
で
の
、
い
わ
ば
都
市
と
し
て
の
宮
の
あ
り
方
が
こ
の
言

葉
と
大
き
く
関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が
こ
の
国
の
古
代
の
文
化
の
特
質
と
そ
の
変
容
を
も
物
語
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
中
に
お
け
る
和
歌
の
変
容
と
特
色
の
一
端
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
み
や
び
」
の
語
を
ふ
く
む

『
万
葉
』
歌
は
一
応
皆
あ
げ
た
が
、
先
学
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
今
回
触
れ
得
な
か
っ
た
問
題
も
あ
ま
り
に
多
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
み
や
び
」
　
「
風
流
」
な
る
語
は
、
以
後
の
日
本
文
学
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
変
遷
し
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
そ
こ
に

は
、
あ
る
意
味
で
、
日
本
文
化
の
一
面
と
し
て
の
単
一
性
志
向
や
、
中
央
志
向
、
外
国
志
向
と
も
結
び
付
く
要
素
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
は
和
歌
の
様
式
的
野
着
時
の
時
代
相
と
も
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
考
え
る
べ
き
課
題
は
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず
結
び
と
す
る
。

古代和歌と都市

注
（
1
）
　
狩
野
久
『
日
本
古
代
の
国
家
と
都
城
』
　
（
平
成
2
年
半
京
大
学
出
版
軍
鼓
）
二
五
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヤ

（
2
）
　
「
動
詞
『
み
や
ぶ
（
雅
）
』
の
名
詞
化
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
、
「
宮
ぶ
の
名
詞
化
」
（
『
時
代
別
国
語
辞
典
上
代
編
』
）
、

　
　
対
。
ミ
ヤ
は
宮
。
ビ
は
…
…
ら
し
い
様
子
を
示
す
意
L
（
『
岩
波
古
語
辞
典
』
）
な
ど
。

（
3
）
　
辰
巳
正
明
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
三
の
第
四
章
（
昭
和
6
2
年
笠
間
書
院
刊
）

（
4
）
　
岡
崎
義
恵
『
日
本
芸
術
思
潮
』
第
二
巻
の
上
（
昭
和
2
2
年
岩
波
書
店
刊
）

（
5
）
　
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　
中
』
九
＝
一
～
五
頁
（
昭
和
3
9
年
卜
書
房
中
）

「
『
里
び
』
『
鄙
び
』
の
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（
6
）
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
第
七
章
（
昭
和
4
0
年
岩
波
書
店
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

（
7
）
　
注
5
前
掲
書
　
一
〇
五
二
～
四
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

（
8
）
　
遠
藤
嘉
基
「
風
流
放
」
（
「
国
語
国
文
」
第
十
巻
第
四
号
　
昭
和
1
5
年
）

（
9
）
注
4
前
掲
書

（
1
0
）
　
小
川
環
樹
「
風
流
の
語
義
の
変
化
」
（
「
国
語
国
文
」
第
二
十
巻
第
八
号
　
昭
和
2
6
年
）

（
1
1
）
　
犬
塚
旦
「
み
や
び
孜
」
（
「
芸
林
」
第
八
巻
第
四
号
　
昭
和
3
2
年
）

（
1
2
）
　
岡
崎
は
、
「
風
流
」
の
原
義
を
「
先
王
の
遺
風
余
流
」
（
『
字
源
』
）
、
す
な
わ
ち
「
天
下
の
美
風
で
あ
り
、
政
治
的
な
も
の
」
に
求
め
る
（
「
園
廟

　
　
出
レ
子
二
章
陵
一
。
三
后
生
レ
自
二
新
野
一
。
士
女
沽
二
教
化
一
。
辮
首
仰
二
風
流
一
」
『
後
漢
書
』
王
暢
達
）
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
文
選
』
の
「
風
流
籍
甚
」

　
　
「
風
流
遠
写
」
の
語
句
の
よ
う
に
、
　
「
後
に
は
個
人
的
な
優
れ
た
風
格
、
即
ち
品
格
と
い
ふ
や
う
な
も
の
」
に
な
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
は
「
品
格

　
　
が
外
に
あ
ら
は
れ
て
有
形
の
姿
態
を
採
っ
た
状
」
、
風
姿
、
風
格
に
及
ぶ
と
す
る
。
こ
れ
を
第
一
の
方
向
と
す
る
と
、
岡
崎
は
、
　
「
風
流
」
に
は

　
　
「
雅
致
の
超
俗
非
凡
に
し
て
独
特
の
高
逡
な
る
精
神
的
境
地
を
持
す
る
こ
と
」
を
い
う
用
例
（
「
献
之
少
有
二
盛
名
H
。
而
高
隠
魚
覇
。
風
流
為
一
二

　
　
時
之
冠
一
」
『
自
書
』
王
献
之
伝
）
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
小
川
環
樹
は
、
「
風
流
」
の
こ
の
よ
う
な
「
不
レ
拘
二
守
礼
法
一
。
自
為
二
一
派
一
、
以
表
レ

　
　
異
二
於
衆
一
也
」
（
『
辞
源
』
）
と
い
っ
た
意
義
で
の
用
法
は
、
二
代
を
主
と
し
た
「
逸
話
の
時
代
」
、
清
談
に
日
を
送
り
、
儒
家
の
経
典
を
軽
蔑
し
、

　
　
い
ま
ま
で
の
道
徳
思
想
に
対
す
る
反
逆
を
公
然
と
口
に
す
る
ご
と
き
人
々
が
「
名
士
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
風
流
と
考
え
ら
れ
た
、
そ

　
　
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
時
代
精
神
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
風
流
」
は
、
道
家
的
な
自
由
を
求
め
る
特
定
の
人
々
の

　
　
性
格
の
義
を
経
て
、
官
能
的
な
美
、
な
ま
め
か
し
さ
や
精
神
の
活
動
の
自
由
さ
を
言
う
よ
う
に
な
り
、
放
縦
と
も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
要
素
を
も
も

　
　
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
を
第
二
の
方
向
と
す
る
と
、
さ
ら
に
岡
崎
は
、
対
象
の
評
価
の
方
向
は
、
倫
理
的
な
も
の
か
ら
、
　
「
美
的
な
も

　
　
の
、
特
に
優
美
な
も
の
に
局
限
」
さ
れ
て
い
く
と
し
、
そ
れ
は
『
玉
台
新
詠
』
（
「
椀
約
風
流
、
異
二
西
施
之
被
教
一
」
序
）
に
散
見
さ
れ
、
『
遊
仙

　
　
窟
』
に
極
端
な
も
の
と
し
て
見
出
だ
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
犬
塚
旦
は
、
『
玉
台
新
詠
』
の
「
託
レ
意
風
流
子
、
佳
情
誼
肯
レ
私
」
（
巻
五
　
箔
靖

　
　
婦
「
墨
壷
嬢
」
）
他
や
、
『
遊
仙
窟
』
の
「
余
以
豊
田
二
声
色
一
、
早
慕
二
佳
期
一
、
歴
訪
二
風
流
一
、
遍
遊
二
天
下
一
」
「
讐
燕
子
、
可
可
事
二
風
流
一
」
「
姿

　
　
質
天
性
有
、
風
流
本
庸
愚
」
　
（
今
村
与
志
雄
は
岩
波
文
庫
『
遊
仙
窟
』
で
そ
れ
ぞ
れ
の
「
風
流
」
を
「
歓
楽
の
場
所
」
「
浮
気
」
「
色
好
み
」
と
訳

　
　
し
て
い
る
）
他
の
例
か
ら
、
　
「
風
流
」
の
語
が
六
朝
時
代
以
後
、
性
的
、
情
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
蔵
中
進
は
、
こ
の
句
な
ど
と
左
注
と
の
関
係
を
推
測
し
、
　
『
遊
仙
窟
』
が
通
説
通
り
憶
良
帰
朝
時
の
も
の
と
す
る
な
ら
、
左
注
は
慶
雲
ご
ろ
以



　
　
後
の
作
と
考
え
ら
函
る
こ
と
を
い
う
C
石
川
女
業
．
大
伴
田
主
壁
報
歌
」
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
二
集
）
、

　
　
景
な
ど
、
研
究
史
を
辿
る
と
と
も
に
多
く
の
示
唆
的
見
解
を
示
す
。

（
1
4
）
　
注
1
前
掲
書
　
二
三
五
頁

（
1
5
）
　
森
朝
男
「
都
市
の
成
立
と
歌
」
（
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』
昭
和
6
3
年
有
精
堂
刊
）

（
1
6
）
　
小
西
甚
一
「
風
流
と
『
み
や
び
』
」
（
国
文
学
L
昭
和
5
7
年
1
0
月
）

（
1
7
）
　
注
4
前
掲
書
　
六
〇
頁

坐
論
は
贈
聖
歌
と
左
注
の
出
典
、
背

古代和歌と都市
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