
『
曾
禰
好
忠
集
全
釈
』

を
読
む

『
曾
禰
好
忠
集
』
の
詳
細
な
注
釈
書
と
し
て
は
、
今
日
、
島
田
良
二
・
神
作

光

一
両
氏
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た

『曾
爾
好
忠
集
全
釈
』
(
笠
間
書
院
刊
・
昭
和

五
十
年

・
以
下
、

『全
釈
』
と
略
称
)
が
唯

一の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

難
解
な
語
句
や
表
現
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る

『曾
禰
好
忠
集
』
を
読
み
解
こ

う
と
す
る
と
、
こ
の

『全
釈
』
に
、
そ
の
拠
り
所
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の

『全
釈
』
を
つ
ぶ
さ
に
読
ん
で
み
る
と
、
随
所
で
首
を
か

し
げ
ざ
る
を
得
な
い
注
釈
に
出
く
わ
す
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
点
に
関
し
て
、

管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
、
ど
な
た
も
、
何
も
指
摘
さ
れ
な
い
ま
ま
で
放
置
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
幾
人
か
の
方
に
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
と

こ
ろ
、
ま
さ
か
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
書
の
著
者
は
、

和
歌
文
学
の
世
界
で
は
、
高
名
な
方
々
で
あ
り
、
数
多
く
の
著
書

・
論
文
を
世

に
出
し
て
お
ら
れ
、
特
に
、
曾
禰
好
忠
に
関
し
て
は
、
専
門
家
で
あ
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
方
々
が
ま
と
め
ら
れ
た
著
書
に
誤

西

端

幸

雄

り
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
実
に
は
、
目

を
覆
う
ば
か
り
の
惨
状
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

筆
者
は
、
和
歌
に
関
し
て
は
、
門
外
漢
で
あ
る
た
め
、
出
来
る
限

り
、
国
語
学
の
立
場
に
立
っ
て
、
こ
の

『全
釈
』
の
中
に
山
積
す
る
問
題
点
を

指
摘
し
、

今
後
、
こ
の
童
日
を
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
方
々
に
注
意
を
促
し
た
い
。

で
は
、
そ
の
問
題
点
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
点
を
大
雑

把
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
四
点
に
集
約
で
き
る
。

Q
d
 

四

文
法
的
解
釈
の
間
違
い

語
釈
の
間
違
い

提
示
さ
れ
て
い
る
用
例
数
の
間
違
い

引
用
論
文
の
取
扱
方
の
間
違
い

注
釈
書
が
こ
う
し
た
幾
多
の
問
題
点
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
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れ
だ
け
で
、
そ
の
注
釈
に
対
す
る
信
頼
性
の
問
題
ま
で
を
も
喚
起
す
る
こ
と
に

な
り
、
さ
ら
に
は
、
著
者
の
、
注
釈
と
い
う
営
為
に
対
す
る
姿
勢
、
著
者
の
、

研
究
者
と
し
て
の
資
質
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
問
題
を
も
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
幾
多
の
問
題
点
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
『
全
釈
』
を
頼
り
に
し
て
は
、
『
曾
禰
好
忠
集
』
を
正
し
く
読
み

解
く
こ
と
な
ど
到
底
出
来
な
い
と
断
言
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
下
、
右
に
掲
げ
た
各
項
目
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
、

問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
。

文
法
的
解
釈
の
間
違
い

あ
る
作
品
を
解
釈
す
る
際
に
、
語
句
の
解
釈
の
一
方
法
と
し
て
、
文
法
的
な

解
釈
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
文
法
的
な
解
釈
を
間
違
っ
て

し
ま
う
と
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
作
品
の
解
釈
そ
の
も
の
を
も
間
違
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

『
全
釈
』
に
お
い
て
は
、

「語
釈
」
と
い
う
項
目
を
掲
げ
て
、
和
歌
中
の
語

句
を
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
お
け
る
語
句
の
文
法
的
解
釈
に
は
、

あ
ま
り
に
も
基
本
的
な
解
釈
の
間
違
い
が
多
す
ぎ
る
。
そ
し
て
、

当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
当
該
の
和
歌
の
正
確
な
意
味
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
ず
、
そ
の

一
例
を
掲
げ
る
と
、

例
①
色
見
ん
と
植
ゑ
し
も
し
る
く
山
吹
の
思
ふ
さ
ま
に
も
咲
け

る
花
か
な
(
七
一
)

右
の
歌
中
の
二
句
日

「植
ゑ
し
も
し
る
く
」
に
つ
い
て
、

「語
釈
」
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
解
説
を
施
し
て
い
る
。

O
植
ゑ
し
も
し
る
く

|
l
え
り
に
え
っ
て
植
え
た
効
果
が
あ
っ
て
、

「し
も
」
は
七

O
番
参
照
。

で
は
、
「
し
も
」
に
つ
い
て
参
照
せ
よ
と
あ
る
七

O
番
の
例
は
、

も
の
で
あ
る
か
、
次
に
掲
げ
る
と
、

ど
の
よ
う
な

例
②
笠
な
し
に
花
見
に
来
た
る
け
ふ
し
も
あ
れ
四
方
の
山
辺
は

こ
ぐ
ら
か
り
け
り
(
七

O
)

右
の
歌
の
「
け
ふ
し
も
あ
れ
」
と
い
う
箇
所
が
該
当
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
箇

所
の
「
語
釈
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
施
し
て
あ
る
。

O
け
ふ
し
も
あ
れ

「し
も
」
は
、

「
こ
の
時
代
に
は
多
く
、

あ
る
も
の
の
中
で
も
こ
と
に
、
え
り
に
え
っ
て
の
気
持
ち
を
あ

ら
わ
す
」
(
『
和
泉
式
部
集
全
釈
』
)

『
和
泉
式
部
集
全
釈
』
(
佐
伯
梅
友
氏
他
)
に
全
面
的
に
頼
っ
て
、

「し
も
」
の

解
釈
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
七

一
番
歌
の
「
し
も
」
も
七

O
番
歌
の

「
し
も
」
も
、
副
助
詞
「
し
」
+
係
助
詞
「
も
」
(
「し
」
を
間
投
助
詞
と
す
る

94-
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意
見
も
あ
る
)
と
、
文
法
的
性
格
が
閉
じ
あ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
七
一

番
歌
の
「
植
ゑ
し
も
し
る
く
」
に
つ
い
て
も
、
「
え
り
に
え
っ
て
植
え
た
効
果

が
あ
っ
て
」
と
い
う
解
釈
に
至
っ
た
も
の
と
予
想
で
き
る
。

し
か
し
、
副
助
詞

「し
」
は
、
体
言
や
副
詞
、
助
詞
、
活
用
語
の
連
体
形
に

接
続
す
る
ほ
か
、
確
か
に
、
活
用
語
の
連
用
形
に
も
接
続
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、

-
酒
に
し
あ
る
ら
し
(
万
葉
集
・
三
四
二
)

助
動
詞
「
な
り
」
連
用
形
+
動
調

・
寒
く
し
あ
れ
ば
(
万
葉
集

・
八
九
二
)

形
容
詞
連
用
形
+
動
詞

・
病
み
し
渡
れ
ば
(
万
葉
集
・
八
九
七
)

動
詞
連
用
形
+
動
詞
連
用
形

・
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
(
古
今
集

・
二
六
八
)

動
詞
連
用
形
+
動
詞
連
用
形
(
反
復
)

と
い
っ
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
例
の
場
合
も
、
副
助
詞

「し
」
に
動
詞
が
下
接

す
る
可
能
性
が
高
い
点
と
、
副
助
詞
「
し
」
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

意
味
的
に
は
、
上
接
語
の
意
味
を
強
め
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
例
①
の

「植
ゑ
し
も
し
る
く」

は、

「し
る
し
(
著
)
」
と
い
う

形
容
詞
が
下
接
し
て
い
る
点
で
、
右
記
の
副
助
詞
「
し
」
の
特
徴
は
表
し
て
い

な
い
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
植
ゑ
し
も
し
る
く
」
の

「し
」
は
、
強
意

の
副
助
調
で
は
な
く
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

そ
の
意
味
も
、
単
に

「植
え
た
甲
斐
が
あ
っ
て
」
と
捉
え
た
方
が
よ
い
と
い
う

」
と
に
な
る
。

次
に
掲
げ
る
例
も
、
単
純
な
文
法
的
解
釈
の
間
違
い
が
、
語
釈
の
間
違
い
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

例
③
隙
も
な
く
も
の
思
ひ

つ
め
る
宿
な
れ
ど
す
る
わ
ざ
な
し
に

夏
ぞ
涼
し
き
(
一
五
二
)

右
の
歌
中
の
二
句
目

「思
ひ
つ
め
る
」
に
つ
い
て
、
「
語
釈
」

の
よ
う
に
解
説
を
施
し
て
い
る
。

に
お
い
て
、
次

O
恩
ひ
つ
め
る

「恩
ひ
つ
む
」
は
極
度
に
思
い
込
む
意
。

「
る
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
の
連
体
形
。

-95-

「
思
ひ
つ
む
」
を
「
極
度
に
思
い
込
む
意
」
と
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
下
二
段
動
詞
「
恩
ひ
詰
む
」
と
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

そ
う
す
る
と
、

「「る
」
は
完
了
の
助
動
詞

「
り
」
の
連
体
形
」
と
い
う
解
説
と

矛
盾
す
る
こ
と
は
、
明
々
白
々
で
あ
る
。
完
了
の
助
動
詞

「り
」
は
、
四
段
動

詞
の
命
令
形
(
己
然
形
)
と
サ
変
動
詞
の
未
然
形
に
接
続
す
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
四
段
動
詞

「思
ひ
積
む
」
と
解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
箇
所
の
意
味
と
し
て
は
、

「思
い
が
つ
の
る
」
と
で
も
し
た
方
が
よ
い
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
は
、
基
礎
的
な
文
法
の
解
説
書
と
古
語
辞
典
が
手
元
に

あ
れ
ば
、
難
な
く
解
決
で
き
る
程
度
の
問
題
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
。
『
全
釈
』
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を
通
覧
し
て
い
て
思
う
こ
と
は
、
こ
の
著
者
の
文
法
力
は
、
全
く
お
粗
末
だ
と

い
う
点
で
あ
る
。
助
動
詞
「
け
り
」
が
歌
中
に
出
て
く
る
度
に
、
「
け
り
|

|

気
づ
き
。
五

一
番
参
照
」
と
懇
切
丁
寧
に
注
を
施
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
よ

う
な
明
々
白
々
な
点
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
暇
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
難
解
な
点

を
的
確
に
解
説
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

語
釈
の
間
違
い

あ
る
作
品
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
際
、
前
項
の
文
法
的
解
釈
も
重
要
な
点
で

は
あ
る
が
、
作
品
中
の

一
語

一
語
の
語
句
の
解
釈
を
正
確
に
行
わ
な
け
れ
ば
、

解
釈
の
結
果
も
当
然
、間
違
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

『
全
釈
』
に
お
い
て
は
、
「
語
釈
」
と
い
う
項
目
を
挙
げ
て
、
和
歌
中
の
語

句
を
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の

「語
釈
」
に

お
け
る
語
句
の
解
説
の
中
で
、
信
じ
ら
れ
な
い
程
度
の
基
本
的
な
間
違
い
を
犯

し
て
い
る
。

そ
の

一
例
を
一
不
す
と
、

例
④
蛙
鳴
く
井
手
の
若
菰
刈
り
干
す
と
束
ね
も
あ
へ
ず
乱
れ
て

ぞ
ふ
る
(
一
一
八
)

右
の
歌
中
の

「
ふ
る
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

「語
釈
」
を
施
し
て
い
る
。

O
ふ
る
|

|
触
れ
る

・
さ
わ
る
の
意
に
、
旧
る
の
意
を
掛
け
る
。

さ
ら
に
、
こ
の

「語
釈
」
を
元
に
、
次
の
よ
う
に
「
大
意
」
を
示
し
て
い
る
。

O
井
手
の
若
菰
を
す
っ
か
り
刈
り
尽
く
そ
う
と
、
た
ば
ね
終
ら
な

い
中
に
や
た
ら
に
若
菰
に
手
を
ふ
れ
る
、
そ
の
よ
う
に
、
髪
を

た
ば
ね
も
あ
え
ず
心
乱
れ
て
年
を
と
る
こ
と
だ
。

「語
釈
」
の
間
違
い
を
指
摘
す
る
前
に
、
こ
の

「大
意
」
を
読
む
だ
け
で
、
訳

が
分
か
ら
な
く
な
る
。
「
若
菰
を
す
っ
か
り
刈
り
尽
く
そ
う
と
、
た
ば
ね
終
ら

な
い
中
に
や
た
ら
に
若
菰
に
手
を
ふ
れ
る
」
と
あ
る
が
、

「
す
っ
か
り
刈
り
尽

く
そ
う
」
と
す
れ
ば
、
「
若
菰
に
手
を
ふ
れ
る
」
と
い
う
の
は
当
た
り
前
の
動

作
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
の
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
こ
と
を
詠
ん
で
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、

「た
ば
ね
終
ら
な
い
中
に
や
た
ら
に
若
菰
に
手
を

ふ
れ
る
」
よ
う
に

「髪
を
た
ば
ね
も
あ
え
ず
心
乱
れ
て
年
を
と
る
こ
と
だ
」
と

い
う
結
び
付
き
は
、
な
ん
と
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
髪」

と
い
う
意
味
が
、
右
の
歌
の
ど
の
表
現
か
ら
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う

、A
O

ム
川
村

と
こ
ろ
が
、
こ
の
分
か
り
に
く
い

「大
意
」
を
も
と
に
、
「
評
」

は
、
次
の
よ
う
に
解
説
を
施
し
て
い
る
。

に
お
い
て

O
女
性
の
立
場
に
な
っ
て
詠
ん
だ
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

表
面
の
若
菰
刈
り
の
意
の
背
後
に
、
女
の
悩
み
乱
れ
て
暮
ら
す

中
に
、
い
つ
の
ま
に
か
年
を
経
た
心
境
を
そ
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
小
野
小
町
の
〈
花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ

-96 
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が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
〉
を
思
い
出
さ
せ
る
。

(
一
一
ムハベ
l
ジ
)

し
か
し
、
な
ぜ
、
右
の
歌
が

「女
性
の
立
場
に
な
っ
て
詠
ん
だ
も
の
」
と
短

絡
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か。

「
乱
る
」
と
い
う
語
に
引
か

れ
た
の
か
、
ま
た
は
、
無
理
矢
理
引
き
出
し
て
き
た
つ
髪
を
た
ば
ね
も
あ
え
ず
」

と
い
う
自
己
流
解
釈
か
ら
導
き
出
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、
こ

の
一
一
八
番
歌
が
小
野
小
町
の
歌
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り

に
も
突
飛
な
考
え
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
分
か
ら
な
い

こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
よ
う
な

「大
意
」
や
「
評
」
の
分
か
り
に
く
さ
は
、

右
に
掲
げ

た
「
語
釈
」

の
間
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
語
釈
」
に
お
い
て
、

「
ふ
る
」
を

「触
れ
る
・
さ
わ
る
の
意
に
、
旧
る
の
意
を
掛
け
る
」
と
い
う
意

味
だ
と
し
て
い
る
が
、

「触
れ
る
・
さ
わ
る
の
意
」
の
「
ふ
る
(
触
)
」
は
、
平

安
時
代
に
お
い
て
は
、

一
般
的
に
下
二
段
活
用
で
あ
り
、
「
旧
る
の
意
」
の

「
ふ
る
(
旧
)
」
は
、
上
二
段
活
用
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

一一

八
番
歌
の

「
ふ

る
」
の
直
前
に
は
、
係
助
詞

「ぞ
」
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

「ふ
る」

は
、
連
体
形
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
下
二
段
動
詞
の

「
ふ
る
(
触
)
」

で
も、

上
二
段
動
調
の
「
ふ
る
(
旧
)
」
で
も
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
、

「
評
」
に
お
い
て
、
解
説
さ
れ
て
い
た
よ
う
な

「女
性
の
立
場
に
な

っ
て
詠
ん

だ
も
の
」
で
は
な
く
な
り
、
小
野
小
町
の
歌
を
思
い
起
こ
す
こ
と
す
ら
無
理
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
の
場
合
の

「
ふ
る
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う

と
、
掛
詞
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
四
段
動
詞

「
降
る
」
と
解
し
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
そ
し
て、

歌
意
は
、
「束
ね
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
若
菰

が
手
の
中
か
ら
乱
れ
落
ち
て
し
ま
う
」
と
で
も
す
れ
ば
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

提
示
さ
れ
て
い
る
用
例
数
の
間
違
い

『全
釈
』
の
「
語
釈
」
や

「
評
」
の
中
で
、
類
例
の
用
例
や
用
例
数
を
提
示

し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
特
に
、
用
例
数
に
つ
い
て
は
、

全
く
信
用
で
き
な

い
ほ
ど
に
、
数
が
間
違
っ
て
い
る
。『
全
釈
』
の
一
四
一ペ

ー
ジ
に
は
、
島
田
・

神
作
両
氏
が
、
和
歌
の
用
例
を
検
索
さ
れ
る
際
に
は
、
『
正
続
国
歌
大
観
』

を

利
用
さ
れ
た
こ
と
を
類
推
で
き
る
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
、

も
し
、
こ
の
記
述

が
事
実
で
あ
る
の
な
ら
、
起
こ
り
得
な
い
ほ
ど
の
間
違
い
が
、
な
ぜ
起
こ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
、
全
く
不
可
解
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

今
、
そ
の
一
例
を
掲
げ
る
と
、

一
四
七
番
歌
の

「評
」
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
、

「
に
は
た
づ
み
」
の
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
用
例
数
を
提
示
し
て
い
る
。

-97一

O
「庭
濠
」
を
枕
調
と
し
て
用
い
た
の
は
、
万
葉
集
巻
十
九
八
庭

、〆、〆
、〆、ノ、ノ、ノ¥ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、
ノ、/、〆
、/、〆、〆、r
、ノ、〆、〆、/、ノ
¥
r

、r
、〆
、ノ、ノ
¥ノ、〆、ノ、ノ¥ノ¥〆、ノ

濠
流
る
る
一
涙
と
ど
め
か
ね

つ
も
〉
の
外
、
万
葉
集
四
二
ハ

O
、

四
一
二

四
に
用
例
が
あ
り
(
後
略
)

こ
の
表
記
の
仕
方
か
ヨ
り
す
れ
ば
、

『万
葉
集
』

に
は
、「
に
は
た
づ
み
」
を
枕

詞
と
し
て
用
い
た
用
例
が
計
三
例
あ
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
用
例
数
の
捉
え
方
の
元
と
な

っ
た
の
は
、
こ
の
「
評
」
の
前
の
「
語
釈
」
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に
お
い
て
、

O
庭
濠
|

雨
が
降
っ
て
に
わ
か
に
庭
に
た
ま

っ
た
水
。
流
れ
る

に
か
か
る
枕
詞
。
(
後
略
)

と
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
行
の
古
語
辞
典
を
見
て
も
、
こ
の

「
に
は
た
づ
み
」
は
、

「流
る
」
の
他
に
、

「行
く
」「
川
」
に
か
か
る
と
し
て
い
る
も
の
が

一
般
的
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る

「
に
は
た
づ
み
」
の
用
例
を

見
る
と
、
左
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
計
六
例
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

-
み
た
た
し
の
し
ま
を
み
る
と
き
に
は
た
づ
み
な
が
る
る
な
み
た

と
め
ぞ
か
ね
つ
る
(
万
葉
集
・
巻
二
・
一
七
八
)

、ピ、ピ、〈
J
3
，、JZ
〉z
、

-
は
な
は
だ
も
ふ
ら
ぬ
あ
め
ゆ
ゑ
に
は
た
づ
み
い
た
く
な
ゆ
き
そ

ひ
と
の
し
る
べ
く

(
万
葉
集

・
巻
七

・
一三
七
O
)

・
た
ま
ほ
こ
の
み
ち
ゆ
く
ひ
と
は
あ
し
ひ
き
の
や
ま
ゆ
き
の
ゆ
き

〉
ち

tく
〈

t
t
p
¥

に
は
た
づ
み
か
は
ゆ
き
わ
た
り

(
万
葉
集

・
巻
十
三
・

三
三
三
五
)

-
た
ま
ほ
こ
の
み
ち
に
い
で
た
ち
あ
し
ひ
き
の
の
ゆ
き
や
ま
ゆ
き

、，F
、ノ、

3

〈/、，
r

〉弘、〆
E

、

に
は
た
づ
み
か
は
ゆ
き
わ
た
り

(
万
葉
集

・
巻
十
三

・
三
三
三
九
)

-
ゆ
く
み
づ
の
と
ま
ら
ぬ
ご
と
く
つ
ね
も
な
く
う
つ
ろ
ふ
み
れ
ば

に
は
た
づ
み
な
が
る
る
な
み
だ
と
ど
め
か
ね
つ
も

(
万
葉
集
・
巻
十
九
・
四

一ム
ハ
O
)

-
あ
づ
さ
ゆ
み
つ
ま
び
く
よ
お
と
の
と
ほ
お
と
に
も
き
け
ば
か
な

し
み
に
は
た
づ
み
な
が
る
る
な
み
だ
と
ど
め
か
ね
つ
も

(
万
葉
集
・
巻
十
九

・
四

一
六
O
)

た
だ
、

「
に
は
た
づ
み
」
が
、

「流
る
」
以
外
に
は
か
か
ら
な
い
と
い
う
議
論

も
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
の
点
を
留
保
し
た
と
し
て
も
、
こ
の

「評
」

の
解
説
に
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
程
度
の
間
違
い
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、
右
の
『
万
葉
集
』
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
〈
庭
濠
流
る
る

一
涙
と
ど
め
か
ね
つ
も
〉
と
い
う
表
現
を
持
っ
て
い
る
万
葉
歌
は
、
巻
十
九
の
四

二
ハ
O
と
四
一二

四
の
二
首
の
長
歌
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

先
に
掲
げ
た
、

『全
釈
』
の
「
万
葉
集
巻
十
九
八
庭
涼
流
る
る
涙
と
ど
め
か
ね

つ
も
〉
の
外
、
万
葉
集
四

二
ハ
O
、
四
一

二

四
に
用
例
が
あ
り
」
と
い
う
解
説

は
、
な
ん
と
も
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
こ
の

「評
」
の

解
説
を
書
く
に
あ
た
り
、
こ
の
著
者
は
、

『万
葉
集
』
を
再
点
検
し
て
い
な
い

こ
と
は
、
明
か
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
こ
の
書
の
著
者

の
、
注
釈
書
を
著
す
に
あ
た
っ
て
の
姿
勢
が
、
実
に
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

四

引
用
論
文
の
取
扱
方
の
間
違
い

『
全
釈
』
全
体
を
見
通
す
と
、
そ
の
依
拠
し
た
主
た
る
文
献
が
き
わ
め
て
限

98-
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定
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
江
戸
時
代
に
成
っ
た
『
標
注
曾
丹
集
』
、
そ
の

他
、
『
平
安
和
歌
歌
枕
地
名
索
引
』
、
佐
伯
梅
友
氏
他
の

『和
泉
式
部
集
全
釈
』
、

滝
沢
貞
夫
氏
の
『
曾
禰
好
忠
試
論
』
(
言
語
と
文
芸
・
昭
和
四
三
・
七
)
、
木
越

隆
氏
の
『
曾
丹
集
の
表
現
|
集
中
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
|
』
(
言
語
と
文
芸
・

昭
和
四
九
・
五
)
、
蔵
中
ス
ミ
氏
の
『
曾
丹
集
』
に
関
す
る
一
連
の
論
考
な
ど

が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
、
問
題
と
す
る
の
は
、
注
釈
書
を
成
す
の
に
、
依
拠
し
た
文

献
が
少
な
い
点
で
は
な
い
。
そ
の
文
献
の
利
用
の
仕
方
の
問
題
で
あ
る
。

『
全
釈
』
の
「
語
釈
」
に
お
い
て
、
滝
沢
貞
夫
氏
の
論
文
を
頻
繁
に
利
用
し

て
い
る
。
し
か
し
、
引
用
す
る
際
に
、
滝
沢
氏
の
論
考
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を

十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

滝
沢
氏
の
論
考
に
明
か
な
間
違
い
が
あ
る
点
を
も
、
そ
の
ま
ま
転
写
し
て
い
る

と
い
う
場
合
ま
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
依
拠
し
た
文
献
に
対
し
て
、
何
の
批
判
も
施
さ
な
い
ま
ま
に
引

用
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
「
孫
引
き
」
と
非
難
さ
れ
て
も
い
た
し
か
た
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
滝
沢
氏
の
論
考
を
引
用
す
る
姿
勢
に
対
し
て
疑
義
を
提
示
し
た
い
。

『
全
釈
』
の
「
語
釈
」
に
お
い
て
、

随
所
に
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
施
し
て
あ

ス
v

。
O
万
葉
、
古
今
、
後
撰
に
見
え
な
い
。
当
時
の
散
文
語
か
(
滝
沢

貞
夫
氏

「
言
語
と
文
芸
」

昭
和
四
三
・
七
)

当
該
語
句
が
散
文
語
で
あ
る
可
能
性
を
解
説
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

解
説
の
元
に
な
っ
た
滝
沢
氏
の
論
考
は
、
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

万
葉
集
・
古
今
集
・
後
撰
集
に
用
例
が
な
い
「
曾
丹
集
」
中
の

語
集
に
つ
い
て
、
崎
蛤
日
記
・
源
氏
物
語
・
紫
式
部
日
記
・
手
製

の
枕
冊
子
の
索
引
の
全
て
に
用
例
が
認
め
ら
れ
る
語
葉
を
便
宜
散

文
語
と
見
な
し
て
(
後
略
)
八
十
三
ペ
ー
ジ
〉

つ
ま
り
、
滝
沢
氏
は
、
「
鯖
蛤
日
記
・
源
氏
物
語
・
紫
式
部
日
記
・
枕
冊
子
」

の
四
作
品
と
い
う
き
わ
め
て
限
定
し
た
範
囲
を
調
査
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、

「
便
宜
散
文
語
」

と
名
付
け
て
、

「
散
文
語
ら
し
き
」
(
滝
沢
論
文
十
三
ペ
ー
ジ
)

も
の
を
提
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
受
け
て
、

『
全
釈
』
の
「
語
釈
」
に
お
い
て
、
当
該
語
句
を
「
当
時
の
散
文
語
か
」
と
解

説
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
営
為
と
言
え
よ
う
。
こ
の
解
説
に
依
れ
ば
、

滝
沢
氏
の
論
調
よ
り
も
「
散
文
語
」
で
あ
る
可
能
性
の
高
さ
を
説
明
し
て
し
ま
っ

て
お
り
、
『
全
釈
』
を
利
用
す
る
者
を
間
違
っ
た
方
向
に
導
い
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

た
だ
、
問
題
は
、
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
も
記
し
た

が
、
滝
沢
氏
の
論
考
中
の
明
か
な
間
違
い
を
も
、
無
批
判
に
そ
の
ま
ま
転
写
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
好
例
を
示
す
と
、

-99-
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扇
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万
葉
、
古
今
、
後
撰
に
見
え
な
い
。
当
時
の
散
文
語
か
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(
滝
沢
貞
夫
氏

「言
語
と
文
芸
」
昭
和
四
三

・
七
)

と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
解
説
の
源
は
、
右
に
引
用
し
た
滝
沢
氏
の

論
考
の
十
三
一
ペ
ー
ジ
に
あ
る
。
そ
の
箇
所
で
、
滝
沢
氏
は
、
「
万
葉
集

・
古
今

集

・
後
援
集
に
用
例
が
な
く
」「
鯖
蛤
日
記
・
源
氏
物
語
・
紫
式
部
日
記

・
手

製
の
枕
冊
子
の
索
引
の
全
て
に
用
例
が
認
め
ら
れ
る
」
「
便
宜
散
文
語
」
と
し

て
、
『
毎
月
集
』
中
か
ら
、
コ
扇
」
を
始
め
、
二
十
七
語
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
扇
」
が
「
万
葉
集

・
古
今
集
・
後
撰
集
に
用
例
が
な
い
」

と
す
る
滝
沢
氏
の
意
見
は
、
明
ら
か
に
間
違
い
で
あ
る
。

今
、
平
安
和
歌
に

コ
扇
」
の
用
例
を
求
め
る
な
ら
、
早
い
時
期
の
例
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
用
例
が
求
め
ら
れ
る
。

-
沢
に
住
む
た
づ
の
は
風
に
涼
し
き
は
君
が
千
と
せ
に
射
利
針
な

る
べ
し
(
円
融
院
歌
合

・
二
)

-
わ
か
れ
ぢ
に
へ
だ
つ
る
く
も
の
た
め
に
こ
そ
あ
ふ
ぎ
の
か
ぜ
は

や
ら
ま
ほ
し
け
れ
(
能
官
了

三
九
)

-
す
み
ぞ
め
の
あ
ふ
ぎ
の
か
ぜ
は
秋
よ
り
も
こ
こ
ろ
す
ご
き
は
き

き
ま
さ
り
け
る
(
安
法
法
師

・
四一

一)

-
そ
へ
て
や
る
あ
ふ
ぎ
の
か
ぜ
し
こ
こ
ろ
あ
ら
ば
わ
が
お
も
ふ
ひ

と
の
て
を
な
は
な
れ
そ

(
後
撰
集

・
巻
十
九

・
離
別
窮
旅

・
二
一
三
一
)

こ
の
よ
う
に
、
『
後
援
集
』
に
用
例
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
好
忠
よ
り
も
早
い

時
期
の
歌
人
が
、
す
で
に
「
扇
」
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
一
扇
」

は
、
ま
ず
、
滝
沢
氏
が
言
う

「便
宜
散
文
語
」
で
は
な
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
滝
沢
氏
の
論
考
を
引
用
し
た

『全
釈
』
の
姿
勢
は
、
自
身
の
手
で
再
検
証

す
る
と
い
う
労
を
惜
し
ん
で
、
無
批
判
に
滝
沢
氏
の
論
考
を
孫
引
き
し
た
と
い

う
、
研
究
者
と
し
て
、
最
も
、
恥
じ
る
べ
き
愚
行
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。

五

そ
の
他
の
問
題

以
上
に
掲
げ
た
問
題
点
だ
け
で
も
、

『全
釈
』
の
価
値
を
云
々
す
る
に
余
り

あ
る
か
と
思
う
が
、
本
項
に
お
い
て
、
も
う

一
点
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と

が
あ
る
。

そ
の
点
、
無
礼
を
顧
み
ず
、
敢
え
て
表
現
す
る
な
ら
、
冒
頭
に
も
記
し
た
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
の
書
の
著
者
は
、
た
し
か
に
、
和
歌
文
学
の
世
界
で
は
、
高

名
な
方
々
で
は
あ
る
の
だ
が
、
『
全
釈
』
を
通
覧
し
て
い
る
と
、
本
当
に
和
歌

を
お
読
み
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
本
当
に
和
歌
の
こ
と
が
お
分
か
り
な
の
か
と
、

素
人
な
が
ら
疑
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
不
自
然
な
、
不
思
議
な
解
説

に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
典
型
は
、
「
万
葉
的
」

「
万
葉
の
影
響
」
「
古
今
的
」
「
古
今
の
影
響
」
と

い
う
用
語
の
使
い
方
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

「古
今
的
」
と
い
う
用
語
の
使
い
方
を
ま
ず
問
題
と
す
る
。

例
⑤
名
に
し
負
へ
ば
頼
ま
れ
ぞ
す
る
わ
が
恋
ふ
る
人
に
あ
ふ
ち

の
花
咲
き
に
け
り
(
一
二
八
)
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右
の

一
一
一
八
番
歌
の
「
評
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
施
し
て
あ
る
。

O
「
棟
」
を
「
逢
ふ
」
に
か
け
て
詠
ん
だ
点
は
古
今
的
表
現
で
あ

る
が
(
後
略
)

ま
ず
、
こ
の
解
説
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
不
鮮
明
で
あ
る
。

掛
調
を
駆
使
し
た
点
が
古
今
的
表
現
な
の
か

B

「
棟
」
を

「
逢
ふ
」
に
か
け
て
詠
ん
だ
点
が
古
今
的
表
現
な

の
か

A 

今、

A
を
意
図
し
て
い
る
と
す
る
と
、
『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
和

歌
集
に
お
い
て
、
掛
詞
と
い
う
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
点
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
ま
た
、

B
を
意
図
し
て
い
る
と
す
る
と
、

『
古
今
集
』
に
は
、
「
あ
ふ
ち
(
棟
)
」
の
用
例
自
体
が
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
、

次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
に
は
、
「
「
棟
」
を
「
逢
ふ
」
に
か
け
て
詠

ん
だ
」
歌
が
存
在
す
る
か
ら
、
こ
の
点
も
、
ま
た
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。

-
わ
ぎ
も
こ
に
あ
ふ
ち
の
は
な
は
ち
り
す
ぎ
ず
い
ま
さ
け
る
ご
と

あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
(
万
葉
集
・

一
九
七
三
)

右
に
記
し
た
点
か
ら
す
る
と
、

一二
八
番
歌
の

「
「棟
」
を

「逢
ふ
」
に
か
け

て
詠
ん
だ
点
は
、
万
葉
的
表
現
」
と
す
る
方
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
で
つ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
書
の
著
者
は
、

「古
今
的
」
「
万
葉
的
」
と
い
う
用

語
を
、
そ
の
本
質
的
な
意
味
を
弁
え
る
こ
と
な
く
、
き
わ
め
て
安
易
に
、
単
純

に
用
い
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
、

「
万
葉
の
影
響
」
云
々
と
解
説
を
施
し
て
あ

る
箇
所
も
、
ま
ず
、
疑
つ
で
か
か
っ
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

例
⑥
蕨
生
ふ
る
矢
田
の
広
野
に
う
ち
群
れ
て
折
り
暮
ら
し
つ
つ

帰
る
里
人
(
六
五
)

ハU

こ
の
六
五
番
歌
に
対
し
て
、
「
評
」
で、

O
「
蕨
」
を
歌
語
と
し
て
用
い
た
の
は
、
万
葉
の
影
響
と
恩
わ
れ

る。

と
解
説
し
て
い
る
。
今
、
こ
の
解
説
に
従
え
ば
、
好
忠
は
、
「
蕨
」
と
い
う
語

を
『
万
葉
集
』
の
影
響
を
受
け
て
詠
み
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
『
万
葉
集
』
に

「蕨
」
の
用
例
を
求
め
て
み
る
と
、

「さ
わ
ら
び
(
早
蕨
)
」

八
一
四
一
八
〉
は
存
在
す
る
が
、
「
わ
ら
び
(
蕨
)
」
単
独
例
は
存
在
し
な
い
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
次
の
問
題
と
し
て
、

『全
釈
』
の
「
評
」
に
お
い
て
、
歌
人
と
し

Osaka Shoin Women's University Repository



て
の
好
忠
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
評
価
の
中
に
は
、
こ
の
書
の
著
者
は
、
本
当
に
和
歌
の
研
究
者
な
の
か
と
疑

い
た
く
な
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

今
、
そ
の

一
例
を
示
す
と
、

例
⑦
小
山
田
の
水
絶
え
せ
し
よ
り
天
に
ま
す
岩
間
の
神
を
祈
が

ぬ
日
ぞ
な
き
(
一
四
五
)

右
の
歌
を
評
し
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

O
好
忠
の
農
業
生
活
者
の
立
場
に
な
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
他

に
類
を
見
な
い
。

し
か
し
、
「
他
に
類
を
見
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
替
え
れ
ば
、
好
忠

以
外
、
「
農
業
生
活
者
の
立
場
に
な
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
」
歌
人
は
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

同
様
の
例
を
、
も
う

一
例
示
す
と
、

例
⑧
御
田
屋
守
今
日
は
五
月
に
な
り
に
け
り
急
げ
や
早
苗
老
い

も
こ
そ
す
れ
(
一二
五
)

右
の
歌
に
対
し
て
、
「
評
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

O
好
忠
が
農
業
に
従
事
し
て
い
る
者
に
身
を
お
い
て
詠
ん
だ
歌
で

あ
り
、
前
の
一

O
O番
の
歌
を
・
つ
け
て
い
る
。
こ
う
い
う
歌
は
、

古
今
集
時
代
か
ら
宮
廷
社
会
を
背
景
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌
人
の

問
で
は
忘
れ
ら
れ
た
世
界
で
あ
り
、
古
今

・
秋
上
〈
昨
日
こ
そ

早
苗
と
り
し
か
い
つ
の
ま
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
の
風
吹
く
〉
の

読
人
し
ら
ず
時
代
の
歌
つ
ま
り
農
業
を
営
む
生
活
の
中
か
ら
生

ま
れ
た
歌
が
再
び
好
忠
に
よ
っ
て
詠
み
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

後
拾
遺
・
夏
〈
さ
み
だ
れ
に
日
も
暮
れ
ぬ
め
り
道
遠
み
山
田
の

早
苗
と
り
も
果
て
ぬ
に
〉
(
藤
原
隆
資
)
の
よ
う
に
、
以
後
多

く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

右
の
解
説
は
、
先
の
一
四
五
番
歌
の
解
説
に
お
け
る
論
調
よ
り
若
干
弱
く
は

な
っ
て
い
る
も
の
の
、
言
わ
ん
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
農
業
に
従
事
し
て
い
る
者
に
身
を
お
い
て
詠
ん
だ
歌
」
は
、
古
今
集
時
代
に

は
な
く
、

「再
び
好
忠
に
よ
っ
て
詠
み
上
げ
ら
れ
」、
後
の
『
後
拾
遺
集
』
の
時

代
あ
た
り
に
引
き
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
断
定
的
な
解
説
を
施
す
場
合
、
相
当
広
範
囲
に
、
徹

底
的
に

「農
業
生
活
者
の
立
場
に
な
っ
て
詠
ん
だ
歌
」、
「
農
業
に
従
事
し
て
い

る
者
に
身
を
お
い
て
詠
ん
だ
歌
」
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
ど

う
も
、
こ
の
著
者
は
、
そ
の
労
を
惜
し
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

で
は
、
実
際
に

「農
業
生
活
者
の
立
場
に
な
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
歌
」
「
農
業

に
従
事
し
て
い
る
者
に
身
を
お
い
て
詠
ん
だ
歌
」
は
、
『
古
今
集
』
の
時
代
に

は
な
く
、
『
後
拾
遺
集
』
の
時
代
あ
た
り
ま
で
下
ら
な
け
れ
ば
、
出
現
し
な
い

n
d
 

n
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の
だ
ろ
う
か
。
今
、
手
近
な
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
て
調
べ
る
と
、
左
に

掲
げ
た
よ
う
な
歌
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
み
山
田
の
お
く
て
の
い
ね
を
か
り
つ
み
て
ま
も
る
か
り
ほ
に
い

く
よ
ね
ぬ
ら
む
(
射
恒
集
・
一

三
九
)

・
冬
み
れ
ば
水
も
ま
か
せ
ぬ
小
山
田
に
い
っ
す
き
返
し
種
を
ま
き

け
ん
(
四
季
恋
三
首
歌
合
・

二一

)

・
う
ゑ
ぬ
よ
り
も
る
め
る
も
の
を
を
や
ま
だ
は
な
は
し
ろ
み
づ
に

ま
か
せ
た
ら
な
む
(
弘
徽
殿
女
御
歌
合
・
二
ハ
)

・
ほ
ど
も
な
く
し
げ
き
う
ゑ
田
の
早
苗
か
な
ま
じ
る
く
さ
ば
の
と

り
あ
へ
ぬ
ま
で
(
源
大
納
言
家
歌
合
・

二

)

右
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に

「農
業
生
活
者
の
立
場
に
な
っ
て
詠
ん
だ
」

歌
が
、
好
忠
の
時
代
の
前
後
に
、
他
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一

二
五
・
一
四
五
番
歌
の
「
評
」
は
、
十
分
な
検
証
を
怠
り
、
自
分
の
頭
の
中
に

あ
る
固
定
的
な
好
忠
像
(
六
位
の
卑
官
・
丹
後
援
・
田
園
生
活
・
農
業
生
活
者

の
立
場
に
立
つ
)
を
、
無
反
省
に
、
単
純
に
適
用
し
た
だ
け
で
あ
る
と
雪
守
え
よ

・
「
ノ
。

以
上
の
点
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
、
『
全
釈
』
の
著
者
は
、
こ
の
書
を

成
す
に
あ
た
り
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
問
題
点
を
検
証

し
て
い
な
い
と
い
う
点
と
、
敢
え
て
言
え
ば
、
和
歌
に
つ
い
て
、
本
質
的
な
こ

と
が
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

ム

/" 
最
後
に

こ
れ
ま
で
、

『全
釈
』
に
見
ら
れ
る
問
題
点
の

一
部
を
、
紙
幅
の
許
す
範
囲

で
指
摘
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
い
た
と
い
う
批
判
を
敢

え
て
甘
受
す
る
つ
も
り
で
、
本
稿
を
成
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

二
つ
あ
る
。

一

つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
の
す
べ
て
が
、
熟
考
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
な
難
解
な
箇
所
に
出
現
す
る
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
基
礎
的
な
程
度
の

箇
所
に
出
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
明
々
白
々
な
箇
所
で
間
違

い
を
犯
す
と
い
う
こ
と
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
著
者
の
、

注
釈
と
い
う
営
為
に
対
す
る
姿
勢
、
さ
ら
に
は
、
著
者
の
、
研
究
者
と
し
て
の

資
質
を
敢
え
て
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、

二
つ
目
は
、

冒
頭
に
も
記
し
た
が
、
今
日
、

『
曾
禰
好
忠
集
』

の
詳
細
な
注
釈
は
、
こ
の

『
全
釈
』
が
唯

一
の
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
た
め
、
難
解
な
歌
が
多
い

と
さ
れ
る

『曾
禰
好
忠
集
』
を
読
も
う
と
す
る
と
、
つ
い
こ
の

『全
釈
』
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
書
が
、
と
ん
で
も
な
い

間
違
い
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
で
、
か
え
っ

て
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
間
違
い
が
山
積
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
書
を
頼
り
に
『
曾
禰
好
忠
集
』
を
正
し
く
読
み
解
く
こ
と
は
出
来
な
い
と

断
言
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
注
釈
書
と
は
、
本
来
、
注
釈
の
対
象
と
し
た
作
品
の

読
解
を
深
め
る
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
、
読
解
の
妨
げ
、
誤
解
の
助

け
と
な
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
筆
者
の
見

解
と
し
て
は
、
本
稿
に
取
り
上
げ
た
『
全
釈
』
は
、
読
解
の
妨
げ
、
誤
解
の
助
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け
に
は
な
っ
た
と
し
て
も
、
正
し
い
読
解
の
助
け
に
は
絶
対
に
な
ら
な
い
「
誤

注
釈
書
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
ざ
る
を
得
な
い
代
物
で
あ
る
。

も
し
、
こ
の
『
全
釈
』
の
存
在
が
、
新
た
な
『
曾
禰
好
忠
集
』
の
注
釈
書
の

出
現
を
妨
げ
て
い
る
の
な
ら
、

一
日
も
早
く
、
こ
の
『
全
釈
』
を
廃
本
に
し
、

こ
れ
を
克
服
し
た
、
質
の
高
い
『
曾
禰
好
忠
集
』
の
注
釈
書
が
世
に
出
る
こ
と

を
切
望
し
て
い
る
。

な
お
、
最
後
に
、
本
稿
は
、
『
全
釈
』
に
対
す
る
批
判
を
通
し
て
、
『
曾
禰
好

忠
集
』
の
正
し
い
解
釈
を
行
お
う
と
、
毎
月

一
回
、
催
し
て
い
る
勉
強
会

「あ

ら
た
ま
の
会
」
(
西
端
幸
雄
・
木
村
雅
則
・
川
畑
智
美
・
志
甫
由
紀
恵
・
稲
田

年
美
・
加
藤
妙
子
・
小
路
真
由
美

・
村
上
実
和
子
)
で
の
勉
強
の
成
果
で
あ
る

こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
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