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一

　

人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
は
、
次
の
一
首
か
ら
始
ま
る
。

天
漢
水
左
閇
而
照
舟
竟
舟
人
妹
等
所
見
寸
哉�

（
10
・
一
九
九
六
）

訓
み
方
に
揺
れ
の
あ
る
歌
だ
が
、

─
線
を
付
し
た
「
舟
人
妹
等
所
見
寸
哉
」

に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
最
後
の
「
所
見
寸
哉
」
は
ミ
エ
キ

ヤ
で
動
か
な
い
。
ま
た
「
舟
人
」「
妹
」
の
二
人
の
人
物
が
こ
の
ミ
エ
キ
ヤ
に

係
っ
て
い
く
こ
と
も
間
違
い
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、「
見
ゆ
」
と
い
う
動
詞
と

「
舟
人
」「
妹
」
と
い
う
二
つ
の
名
詞
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
の
が
、

当
面
の
課
題
と
な
る
。

　

そ
の
さ
い
注
目
さ
れ
る
の
が
「
等
」
の
扱
い
で
あ
る
。
旧
訓
は
こ
れ
を
ト
と

訓
み
「
妹
と
見
え
き
や
」
と
訓
読
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

『
大
系
』
が

織
女
に
そ
の
姿
が
見
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
見
ユ
は
…
ト
見
ユ
と
い
う
形
は

当
時
無
く
、
…
ニ
見
ユ
と
い
っ
た
。
見
ユ
は
す
べ
て
目
に
見
え
る
意
で
、

逢
う
意
と
し
て
用
い
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
所
見
を
ア
フ
と
訓
む
べ
き
例

も
な
い
。

と
し
た
と
こ
ろ
が
、
議
論
の
出
発
点
と
な
る
（
１
）。
論
点
は
、
①
「
見
ゆ
」
の
語
法
、

②
「
見
ゆ
」
の
意
味
、
の
二
点
で
あ
る
。

　

確
か
に
「
等
」
を
ト
と
訓
ん
で
「
妹
と
見
ゆ
」
と
す
る
旧
訓
は
、
素
直
な
処

理
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
語
法
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
て

い
な
い
点
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。『
澤
瀉
注
釈
』
は
、
用
字
の
面
か
ら
「
妹

と
見
え
き
や
」
を
採
用
し
、
右
の
大
系
説
に
つ
い
て
は
「「
と
見
ゆ
」
の
例
が

こ
れ
以
外
に
無
い
か
ら
と
云
つ
て
そ
の
語
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
ふ
事
は
出
來

な
い
」
と
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
用
例
が
な
い
か
ら
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
は

言
い
難
い
。
例
外
を
認
め
る
勇
気
は
常
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
語

法
に
関
す
る
事
柄
で
あ
り
、
一
個
人
が
ど
う
に
か
で
き
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。

　

一
般
に
、
具
体
的
な
用
例
か
ら
帰
納
し
て
い
る
場
合
、「
Ｘ
は
な
か
っ
た
と

言
い
き
れ
る
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
絶
対
に
な
い
」
と
断
定
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
に
「
Ｘ
は
存
在
し
た
」
と
す
る

の
は
、
議
論
の
組
み
立
て
方
と
し
て
乱
暴
で
あ
る
。
選
択
肢
が
「
あ
る
」
か

「
な
い
」
か
の
二
択
で
あ
る
こ
と
と
、
両
者
の
可
能
性
が
半
々
で
あ
る
こ
と
と

は
別
の
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
「
Ｘ
は
な
か
っ
た
と
言
い
き
れ
る
か
？
」

人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
「
妹
等
所
見
寸
哉
」
試
解

吉

田

幹

生
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の
よ
う
な
近
視
眼
的
な
問
い
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
成
り
立
つ
可
能
性
の
あ

る
説
を
広
く
比
較
検
討
し
た
う
え
で
、
最
も
蓋
然
性
の
高
い
説
を
採
用
す
る
の

が
常
道
と
な
る
。
ま
た
、
規
範
性
の
高
い
語
法
の
問
題
を
、
個
人
の
裁
量
に
委

ね
得
る
語
の
選
択
の
問
題
と
同
一
の
次
元
で
捉
え
る
こ
と
も
危
険
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
語
法
の
問
題
に
関
し
て
そ
の
よ
う
な
用
例
が
な
い
と
い
う
事
実
は
、

そ
の
よ
う
な
用
法
が
当
時
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
と
ま
ず
は
結
び
つ
け

て
み
る
べ
き
で
あ
り
、
安
易
に
例
外
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

当
該
歌
に
即
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
は
議
論
の
土
台
と
し
て
用
字
と
語
法
の
ど

ち
ら
を
重
視
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
澤
潟
注
釈
』
の
よ
う
に

「
等
」
＝
ト
を
基
点
と
し
て
「
と
見
ゆ
」
と
い
う
語
法
を
推
定
す
る
の
で
は
な

く
、「
等
」
を
ト
以
外
に
訓
む
可
能
性
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
ち
ら
の
可
能
性
を

模
索
し
て
、
語
法
上
の
無
理
を
な
る
べ
く
回
避
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
と
考
え

る
。「
等
」
を
ト
と
訓
む
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
と
見
ゆ
」
と
い
う
語
法

に
馴
染
み
の
な
い
当
時
の
人
々
は
、「
等
」
を
別
様
に
訓
む
こ
と
で
当
該
句
の

意
味
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

は
た
し
て
、「
見
ゆ
」
の
語
法
に
「
～
と
見
ゆ
」
は
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、『
大
系
』
や
『
新
旧
全
集
』
な
ど
が
採
用
す

る
「
妹
に
見
え
き
や
」
と
い
う
訓
み
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。「
と
見

ゆ
」
と
は
異
な
り
、「
に
見
ゆ
」
と
い
う
語
法
は
確
か
に
存
在
す
る
。

物
思
ふ
と
人
に0

見
え
じ
と
［
人
尓
不
所
見
常
］
な
ま
じ
ひ
に
常
に
思
へ
り

あ
り
そ
か
ね
つ
る�

（
４
・
六
一
三
・
山
口
女
王
）

妹
が
あ
た
り
今
そ
我
が
行
く
目
の
み
だ
に
我
に0

見
え
こ
そ
［
吾
耳
見
乞
］

言
問
は
ず
と
も�

（
７
・
一
二
一
一
）

葦
屋
の　

菟
原
処
女
の　

八
歳
子
の　

片
生
ひ
の
時
ゆ　

小
放
り
に　

髪

た
く
ま
で
に　

並
び
居
る　

家
に0

も
見
え
ず
［
家
尓
毛
不
所
見
］　

虚
木

綿
の　

隠
り
て
居
れ
ば　

見
て
し
か
と　

い
ぶ
せ
む
時
の　

垣
ほ
な
す　

人
の
問
ふ
時
…
…�

（
９
・
一
八
〇
九
・
虫
麻
呂
）

物
思
ふ
と
人
に0

は
見
え
じ
［
比
等
尓
波
美
要
緇
］
下
紐
の
下
ゆ
恋
ふ
る
に

月
そ
経
に
け
る�

（
15
・
三
七
〇
八
・
遣
新
羅
使
人
）

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
「
～
に
見
ら
れ
る
」
と
い
う
受
身
の
意
味
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
妹
に
見
え
き
や
」
を
採
用
す
る
『
全
集
』
が
「
舟
の
彦

星
は
織
女
星
の
目
に
見
え
た
だ
ろ
う
か
」
と
現
代
語
訳
す
る
の
は
肯
け
る
が
、

『
中
西
全
訳
注
』
の
よ
う
に
「
妻
と
逢
っ
た
ろ
う
か
」
と
す
る
の
は
ど
う
か
。

　

実
は
、
こ
こ
に
論
点
②
「
見
ゆ
」
の
意
味
の
問
題
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
妹
と
見
え
き
や
」
と
訓
む
説
や
「
妹
に
見
え
き
や
」
と
訓
む
説
の
一
部
は
、

こ
こ
を
「
妹
と
逢
っ
た
ろ
う
か
」
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。『
大
系
』
が
「
見
ユ

は
す
べ
て
目
に
見
え
る
意
で
、
逢
う
意
と
し
て
用
い
た
も
の
は
な
か
っ
た
」
と

し
て
い
る
点
だ
が
、
は
た
し
て
「
見
ゆ
」
を
「
逢
う
」
意
に
解
す
る
こ
と
は
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、『
澤
潟
注
釈
』
や
『
伊
藤
釈
注
』
が
『
大
系
』
を
批

判
し
、
次
の
歌
を
反
例
と
し
て
挙
げ
る
。

一ひ
と

世よ

に
は
二ふ
た

度た
び

見
え
ぬ
父
母
を
置
き
て
や
長
く
我
が
別
れ
な
む

�

（
５
・
八
九
一
・
憶
良
）

玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
見
え
て
別
れ
な
ば
も
と
な
や
恋
ひ
む
逢
ふ
時
ま
で
は

�

（
８
・
一
五
二
六
・
憶
良
）

一
五
二
六
歌
と
同
じ
「
ほ
の
か
に
見
え
て
」
と
い
う
表
現
は
二
三
九
四
歌
や
三
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〇
八
五
歌
に
も
見
ら
れ
、
な
る
ほ
ど
「
逢
う
」
意
の
「
見
ゆ
」
が
存
在
す
る
よ

う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、「
一
世
に
は
二
度
見
え
ぬ
父
母
を
」
と
い
う
の
は
「
父
母
ガ
見
え

ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
ほ
の
か
に
見
え
て
」
も
「
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に

見
え
て
去
に
し
児
故
に
」（
二
三
九
四
・
三
〇
八
五
）
を
参
考
に
す
る
と
、

「《
対
象
》
ガ
ほ
の
か
に
見
え
て
」
と
い
う
関
係
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
逢
う
」
と
意
が
汲
め
そ
う
な
用
例
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
Ａ
ガ
Ｂ

ト
見
ゆ
」
あ
る
い
は
「
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
見
ゆ
」
と
い
う
形
で
Ａ
と
Ｂ
と
が
逢
う
こ
と

を
積
極
的
に
示
す
用
法
で
は
な
く
、「（
Ａ
〈
詠
み
手
〉
ニ
）
Ｂ
ガ
見
ゆ
」
と
い

う
内
容
が
、
現
場
の
状
況
か
ら
、
Ａ
に
Ｂ
が
見
え
る
の
な
ら
Ｂ
に
も
Ａ
が
見
え

る
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
を
生
じ
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
Ａ
と
Ｂ
と
は
相
互
に
向
き

合
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
Ａ
と
Ｂ
と
が
逢
う
、
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
た
も
の
と

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「（
Ａ
ニ
）
Ｂ
ガ
見
ゆ
」
に
、「
楽
浪
の
比

良
山
風
の
海
吹
け
ば
釣
す
る
海
人
の
袖
反か
へ

る
見
ゆ
」（
９
・
一
七
一
五
・
槐

本
）
の
よ
う
に
、
Ｂ
（
海
人
）
に
も
Ａ
（
詠
み
手
）
が
見
え
る
と
い
う
推
測
を

生
じ
さ
せ
な
い
も
の
が
あ
る
以
上
、
先
の
用
例
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「
見

ゆ
」
の
語
義

0

0

に
「
逢
う
」
の
意
が
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。「
逢
う
」
と
い
う
解
釈
は
、「
ト
見
ゆ
」
や
「
ニ
見
ゆ
」
か
ら
で
は
な
く
、

「
ガ
見
ゆ
」
と
い
う
場
合
に
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
状
況
か
ら
付

帯
的
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
無
条
件
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ

れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
、
論
点
②
「
見
ゆ
」
の
意
味
の
問
題
に
つ
い

て
、「
見
ゆ
」
が
二
つ
の
体
言
を
明
示
し
て
両
者
が
「
逢
う
」
こ
と
を
積
極
的

に
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
断
が
正
し
け
れ
ば
、

論
点
①
「
見
ゆ
」
の
語
法
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
二
つ
の
体
言
を
明
示
し
て
両

者
が
「
逢
う
」
こ
と
を
積
極
的
に
示
す
「
Ａ
ガ
Ｂ
ト
見
ゆ
」
と
い
う
構
文
を

「
見
ゆ
」
が
採
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当

該
歌
に
即
し
て
言
え
ば
、「
妹
等
所
見
寸
哉
」
を
「
妹
と
見
え
き
や
」
と
訓
む

説
や
、「
妹
に
見
え
き
や
」
と
訓
ん
で
「
妻
と
逢
っ
た
ろ
う
か
」
と
解
釈
す
る

説
は
、「
見
ゆ
」
の
語
法
や
意
味
に
照
ら
し
て
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

な
ら
ば
、
問
題
の
「
等
」
は
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
が
よ
い
の
か
。『
大

系
』
や
『
新
旧
全
集
』
な
ど
の
よ
う
に
、
当
該
句
を
「
妹
に
見
え
き
や
」
と
訓

ん
で
「
妹
に
見
え
た
だ
ろ
う
か
」
と
解
釈
す
る
の
が
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
、「
見
え
き
や
」
の
他
例
は
後
掲
す
る
よ
う
に
い
ず
れ
も
「
夢
に0

見

え
き
や
」
と
考
え
ら
れ
、「
き
や
」
を
用
い
た
そ
の
他
の
用
例
も
「
雨
に0

降
り

き
や
（
雨
尓
零
寸
八
）」（
３
・
四
六
〇
・
大
伴
坂
上
郎
女
）「
い
か
に0

告
げ
き

や
（
何
如
告
寸
八
）」（
８
・
一
五
〇
六
・
大
伴
田
村
大
嬢
）「
家
に0

至
り
き
や

（
家
尓
到
伎
也
）」（
13
・
三
二
六
八
）
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
妹
に
見
え
き
や
」
と
訓
む
説
は
、
一
見
整
合
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
は
偶
然
の
一
致
に
す
ぎ
ず
、
ニ
を
補
読
す
る
積
極
的
な
根
拠
と
は
な
り
得
ま

い
。「
に
見
ゆ
」
と
い
う
続
き
が
多
い
の
は
事
実
だ
が
、「
我
妹
子
を
い
ざ
み
の

山
を
高
み
か
も
大
和
の
見
え
ぬ
［
日
本
能
不
所
見
］
国
遠
み
か
も
」（
１
・
四

四
・
石
上
大
臣
）
な
ど
の
用
例
が
あ
る
よ
う
に
、「
見
ゆ
」
が
直
前
に
「
に
」

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。

　

二
を
補
読
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
「
等
」
を
訓
ま
な
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い
と
し
た
ら
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
じ
た
い
が
問
題
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

人
麻
呂
歌
集
に
は
ワ
レ
と
う
た
わ
れ
な
が
ら
も
そ
の
ワ
レ
が
複
数
で
あ
る
こ
と

を
「
吾
等
」
と
書
く
こ
と
で
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
（
２
）。

七
夕
歌
で
も

二
〇
〇
一
歌
・
二
〇
〇
三
歌
・
二
〇
一
四
歌
に
用
例
の
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
が
、

当
該
歌
の
「
妹
等
」
を
こ
れ
ら
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
七
夕
伝
説

の
内
容
に
照
ら
し
て
、「
妹
」
は
織
女
一
人
で
あ
り
、
複
数
の
織
女

0

0

0

0

0

が
登
場
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
一
人
称
な
ら
ざ
る

「
妹
」
に
歌
を
享
受
す
る
人
々
が
同
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
言
い
換
え

れ
ば
、
当
該
歌
の
「
等
」
が
歌
の
音
と
は
無
関
係
に
意
味
だ
け
を
表
す
と
い
う

事
態
は
想
定
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
に
は
、
他
に
「
子
等
」（
二
〇
〇
四
）
の
用
例
が
あ
り
、

こ
れ
は
コ
ラ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
妹
等
」
は
、「
妹
と
」
と
訓
む
一
七

九
八
歌
お
よ
び
三
五
九
一
歌
を
除
く
と
、

妹
ら
が
り
［
妹
等
所
］
我
が
行
く
道
の
篠
す
す
き
我
し
通
は
ば
な
び
け
篠

原�

（
７
・
一
一
二
一
）

妹
ら
が
り
［
妹
等
許
］
今
木
の
嶺
に
茂
り
立
つ
夫
松
の
木
は
古
人
見
け
む

�

（
９
・
一
七
九
五
・
人
麻
呂
歌
集
）

見
渡
し
に　

妹
ら
は
［
妹
等
者
］
立
た
し　

こ
の
方
に　

我
は
立
ち
て

…
…�

（
13
・
三
二
九
九
）

と
用
い
ら
れ
て
お
り
、
イ
モ
ラ
と
訓
ま
れ
た
と
考
え
て
問
題
あ
る
ま
い
。
と
す

れ
ば
、
当
該
歌
の
「
妹
等
」
も
イ
モ
ラ
と
訓
む
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
早
く

『
代
匠
記
』（
精
撰
本
）
に
見
ら
れ
る
説
だ
が
、
本
論
も
こ
の
「
等
」
は
ラ
と
訓

む
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。

　

こ
の
と
き
、
さ
ら
に
ニ
が
補
読
さ
れ
て
イ
モ
ラ
ニ
ミ
エ
キ
ヤ
と
な
る
こ
と
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
字
余
り
法
則
に
は
、
句
頭
に
イ
が
あ
り
そ
の
次

の
音
節
が
マ
行
音
で
あ
る
場
合
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
い
ま
だ
咲
か
ず

け
る
［
未
開
家
類
］」（
10
・
二
一
二
三
／
第
五
句
）
の
よ
う
に
イ
マ
ダ≫

マ
ダ

と
母
音
イ
が
弱
ま
っ
て
発
音
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
３
）。
し
か
し
、

「
い
ま
だ
干
な
く
に
［
伊
摩
陁
飛
那
久
尓
］」（
５
・
七
九
八
・
憶
良
／
第
五

句
）「
い
ま
だ
騒
け
り
［
未
佐
和
来
］」（
７
・
一
二
〇
七
／
第
五
句
）
の
よ
う

に
字
余
り
に
な
ら
な
い
例
も
多
い
。
こ
の
法
則
は
字
余
り
が
許
容
さ
れ
る
場
合

を
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
字
余
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
句
の
場
合
、
イ
モ
ラ
ミ
エ
キ
ヤ
に
さ
ら
に

ニ
が
補
読
さ
れ
て
、
イ
モ
ラ
ニ
ミ
エ
キ
ヤ
と
訓
ま
れ
た
可
能
性
は
極
め
て
低
い

と
判
断
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
は
「
妹
等
所
見
寸
哉
」
を
「
妹
に
見
え
き
や
」
と

訓
む
こ
と
に
も
消
極
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
妹
等
所
見
寸
哉
」
は
「
妹
ら
見
え

き
や
」
と
訓
む
べ
き
な
の
だ
と
考
え
る
。
前
述
し
た
こ
と
に
立
ち
返
っ
て
言
え

ば
、「
妹
等
所
見
寸
哉
」
に
つ
い
て
は
、「
妹
と
見
え
き
や
」「
妹
に
見
え
き
や
」

な
ど
と
訓
む
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
等
」
の
訓
読
、「
見
ゆ
」
の
語
法

（
論
点
①
）、「
見
ゆ
」
の
意
味
（
論
点
②
）
の
い
ず
れ
か
に
難
点
を
抱
え
て
い

る
た
め
、
成
り
立
つ
可
能
性
の
あ
る
説
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、「
妹
ら
見
え

き
や
」
と
訓
む
の
が
最
も
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
「
ら
」
だ
が
、
本
論
で
は
ひ
と
ま
ず
織
女
以
外
の
侍

女
た
ち
を
含
意
し
た
表
現
だ
と
捉
え
て
お
く
。
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二

　

で
は
、「
妹
等
所
見
寸
哉
」
を
「
妹
ら
見
え
き
や
」
と
訓
む
と
し
て
、
当
該

歌
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
舟
人
」
と
「
妹
」
の
二
人
の
人
物
が
「
見

え
き
や
」
に
係
っ
て
い
く
こ
と
は
動
か
な
い
（
前
節
末
で
「
妹
等
」
は
妹
＝
織

女
と
そ
れ
以
外
の
侍
女
た
ち
を
含
む
と
し
た
が
、
中
心
に
据
え
ら
れ
る
の
は
妹

＝
織
女
で
あ
る
た
め
、「
舟
人
」
と
「
妹
」
の
二
人
と
し
て
本
節
で
は
論
を
進

め
て
い
く
）。
ま
た
、「
等
」
を
ト
と
訓
ん
で
「
舟
人
ガ
妹
ト
見
ゆ
」
と
い
う
構

文
を
採
用
し
な
い
以
上
、
二
つ
の
体
言
が
「
見
ゆ
」
と
結
び
つ
く
可
能
性
は
、

「
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
見
ゆ
」
と
い
う
形
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
先
に
「
に
見
ゆ
」
と

い
う
表
現
は
多
く
の
場
合
受
身
に
な
る
と
述
べ
た
が
、「
見
ゆ
」
が
「
見
え
る
」

の
意
の
場
合
で
も
「
国
遠
み
直
に
は
逢
は
ず
夢
に
だ
に
我
に

0

0

［
吾
尓
］
見
え
こ

そ
逢
は
む
日
ま
で
に
」（
12
・
三
一
四
二
）
の
よ
う
に
格
助
詞
は
ニ
が
用
い
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、「
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
見
ゆ
」
に
は
、「
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
見
ら
れ
る
」
場
合
も

「
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
見
え
る
」
場
合
も
と
も
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
Ａ
が
見
ら
れ
る

対
象
で
あ
り
Ｂ
が
見
る
主
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
違
い
が
な
い
こ
と
か
ら
、

両
者
は
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
「
見

え
る
／
見
ら
れ
る
」
を
区
別
し
な
い
で
、「
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
見
ゆ
」
と
い
う
構
文
の

意
味
を
「
見
え
る
」
で
代
表
さ
せ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

当
該
歌
と
同
じ
「
見
え
き
や
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
他
に

夜
昼
と
い
ふ
わ
き
知
ら
ず
我
が
恋
ふ
る
心
は
け
だ
し
夢
に
見
え
き
や
［
所

見
寸
八
］�

（
４
・
七
一
六
・
家
持
）

我
妹
子
に
恋
ひ
て
す
べ
な
み
白
た
へ
の
袖
返
し
し
は
夢
に
見
え
き
や
［
所

見
也
］�

（
11
・
二
八
一
二
）

確
か
な
る
使
ひ
を
な
み
と
心
を
そ
使
ひ
に
遣
り
し
夢
に
見
え
き
や
［
所
見

哉
］�

（
12
・
二
八
七
四
）

す
べ
も
な
き
片
恋
を
す
と
こ
の
こ
ろ
に
我
が
死
ぬ
べ
き
は
夢
に
見
え
き
や

［
所
見
哉
］�

（
12
・
三
一
一
一
）

と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
七
一
六
歌
・
二
八
一
二
歌
・
三
一
一
一
歌
の
三

首
は
相
手
に
贈
ら
れ
た
歌
で
あ
り
、
そ
の
保
証
が
な
い
二
八
七
四
歌
も
、
内
容

か
ら
し
て
、
相
手
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

こ
と
を
根
拠
に
「
自
問
の
表
現
」（
伊
藤
釈
注
）
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
～
き
や
」
の
他
例

…
…
た
も
と
ほ
り　

た
だ
ひ
と
り
し
て　

白
た
へ
の　

衣
手
干
さ
ず　

嘆

き
つ
つ　

我
が
泣
く
涙　

有
間
山　

雲
居
た
な
び
き　

雨
に
降
り
き
や

�

（
３
・
四
六
〇
・
大
伴
坂
上
郎
女
）

故
郷
の
奈
良
思
の
岡
の
ほ
と
と
ぎ
す
言
告
げ
遣
り
し
い
か
に
告
げ
き
や

�

（
８
・
一
五
〇
六
・
大
伴
田
村
大
嬢
）

三
諸
の　

神
奈
備
山
ゆ　

と
の
曇
り　

雨
は
降
り
来
ぬ　

天
霧
ら
ひ　

風

さ
へ
吹
き
ぬ　

大
口
の　

真
神
の
原
ゆ　

思
ひ
つ
つ　

帰
り
に
し
人　

家

に
至
り
き
や�

（
13
・
三
二
六
八
）

に
照
ら
し
て
も
、
自
問
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
三
二
六
八
歌
く
ら
い
で
あ
り
、

こ
の
表
現
が
相
手
へ
の
問
い
か
け
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（
４
）。

　

も
っ
と
も
、
当
該
歌
は
七
夕
歌
で
あ
る
の
で
、
実
際
に
相
手
（「
舟
人
」
あ



─ 6─

吉田幹生　人麻呂歌集七夕歌「妹等所見寸哉」試解

る
い
は
「
妹
」）
に
贈
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
相
手
へ

の
問
い
か
け
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
相
手
が
想
定
さ
れ
た
表
現
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
逆
に
言
う
と
、
平
安
和
歌
に
登
場
す
る
「
思
ひ
き
や
」
の
よ
う
な
、
自

分
自
身
に
向
け
た
内
省
的
独
白
的
な
問
い
か
け
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

で
は
、
当
該
歌
は
、
誰
が
誰
に
問
い
か
け
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は

「
誰
に
」
の
方
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

そ
の
さ
い
注
意
す
べ
き
な
の
は
、「
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
見
え
き
や
」
と
い
う
問
い
に

答
え
得
る
の
は
、
見
え
る
対
象
の
Ａ
で
は
な
く
、「
見
る
」
主
体
の
Ｂ
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ａ
に
向
け
て
「
見
え
き
や
」
と
問
い
か
け
て
も
、

Ａ
は
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
掲
し
た
「
夢
に
見
え
き
や
」
の
例

で
は
、
た
と
え
ば
「
我
が
恋
ふ
る
心
」（
七
一
六
）
が
相
手
の
夢
に
見
え
た
か

ど
う
か
を
相
手
に
問
い
か
け
て
お
り
、
問
い
か
け
る
対
象
と
「
見
る
」
主
体
と

が
、
と
も
に
歌
を
贈
る
相
手
で
一
致
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
「
見

え
き
や
」
は
相
手
に
問
い
か
け
た
表
現
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
注
意
す
れ
ば
、
当
該
歌
の
場
合
も
「
誰
に
」
は
Ｂ
に
一
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

当
該
歌
は
、「
舟
人
」「
妹
」
の
「
見
え
き
や
」
へ
の
係
り
方
と
し
て
、
Ⅰ

「
舟
人
ガ
妹
ニ
見
え
き
や
」、
Ⅱ
「
舟
人
ニ
妹
ガ
見
え
き
や
」
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
、
右
の
点
を
加
味
す
る
と
、

Ⅰ
「
舟
人
ガ
妹
ニ
見
え
き
や
」
と
い
う
関
係
で
「
妹
」
へ
の
問
い
か
け

Ⅱ
「
舟
人
ニ
妹
ガ
見
え
き
や
」
と
い
う
関
係
で
「
舟
人
」
へ
の
問
い
か
け

と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
よ

り
相
応
し
い
の
か
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
視
点
を
変
え
て
「
誰
が
」

の
問
題
を
俎
上
に
上
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
の
さ
い
、
問
い
か
け
内
容
が
「
見
ゆ
」
で
あ
る
点
に
注
意
し
た
い
。
七
夕

歌
で
は
「
逢
ふ
」
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
、
第
一
節
で
確
認
し
た
通
り
、

「
見
ゆ
」
に
「
逢
う
」
の
意
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
歌
の

「
見
ゆ
」
は
、
牽
牛
と
織
女
と
の
逢
会
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
異
な
る
状
況
を

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
Ⅰ
「
舟
人
の
姿
が
妹
に
見
え
た
」
あ

る
い
は
Ⅱ
「
舟
人
に
妹
の
姿
が
見
え
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
と
す
れ
ば
、

こ
の
「
舟
人
」
は
牽
牛
で
は
あ
る
ま
い
。
七
夕
当
夜
の
こ
と
で
あ
れ
ば
他
例
同

様
に
「
逢
ふ
」
を
選
択
し
て
「
逢
ひ
き
や
」
と
表
現
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
し
、

も
し
七
夕
以
外
の
日
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
逢
会
は
な
い
と
し
て
も
、
牽

牛
が
織
女
に
接
近
す
る
と
い
う
の
は
伝
説
内
容
を
逸
脱
し
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
（
５
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
「
見
ゆ
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
星

逢
会
以
外
の
事
柄
を
表
現
す
る
た
め
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

ま
た
、
前
掲
し
た
「
き
や
」
の
用
例
か
ら
推
す
と
、
心
を
相
手
に
贈
る
・
袖

を
返
す
・
片
恋
を
す
る
・
涙
を
流
す
な
ど
、
こ
れ
ら
は
詠
み
手
の
側
に
そ
う
問

い
か
け
る
だ
け
の
十
分
な
根
拠
が
備
わ
っ
て
い
る
場
合
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
当
該
歌
の
「
見
え
き
や
」
も
、
成
立
が
危

ぶ
ま
れ
る
不
確
か
な
事
柄
に
つ
い
て
そ
の
真
偽
を
相
手
に
問
う
の
で
は
な
く
、

成
立
を
予
測
す
る
十
分
な
根
拠
を
前
提
に
、「
見
え
ま
し
た
よ
ね
」
と
確
認
す

る
よ
う
な
含
み
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
（
６
）。
そ
し
て
、
そ
の
十
分
な
根
拠
と
な
る
の

が
「
舟
人
」
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
詠
み
手
が
「
舟
人
」
を
遣
わ

す
な
ど
し
て
事
態
の
成
立
に
積
極
的
に
関
与
し
て
お
り
、
一
方
が
他
方
の
視
界
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に
入
る
こ
と
が
十
分
に
予
測
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、「
見
え
き
や
」
と
い
う
問
い

か
け
が
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
推
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
舟
人
」
は
牽
牛
と
な
ら
な
い
の
で
、

「
誰
が
」
に
は
牽
牛
・
第
三
者
両
方
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
使
者
と
し

て
の
「
舟
人
」
の
存
在
が
「
見
え
き
や
」
と
問
い
か
け
る
根
拠
と
な
り
そ
う
な

の
で
、「
誰
が
」
に
よ
り
相
応
し
い
の
は
「
舟
人
」
を
使
者
と
し
て
派
遣
可
能

な
牽
牛
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
第
三
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
根
拠
に
な
る

の
は
詠
歌
時
点
が
七
夕
当
夜
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
は
結
句

が
「
逢
ひ
き
や
」
に
な
る
と
思
わ
れ
る
し
、
七
夕
以
前
の
詠
歌
で
あ
れ
は
、

「
見
え
き
や
」
と
の
問
い
を
成
り
立
た
せ
る
根
拠
が
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
を
、
先
の
「
誰
に
」
の
可
能
性
と
組
み
合
わ
せ
る
と
、

Ⅰ
牽
牛
が
「
舟
人
ガ
妹
ニ
見
え
き
や
」
と
「
妹
」
に
問
い
か
け
た

Ⅱ
牽
牛
が
「
舟
人
ニ
妹
ガ
見
え
き
や
」
と
「
舟
人
」
に
問
い
か
け
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
夢
に
見
え
き
や
」
の
七
一
六
歌
や
二
八
四
七
歌
か
ら

す
る
と
、
Ⅰ
の
可
能
性
が
高
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
七
夕
以
外
の
日

に
牽
牛
か
ら
織
女
へ
の
問
い
か
け
が
成
り
立
つ
と
い
う
の
も
、
七
夕
伝
説
を
逸

脱
し
て
い
よ
う
。「
天
の
川
安
の
渡
り
に
舟
浮
け
て
秋
立
ち
待
つ
と
妹
に
告
げ

こ
そ
」（
二
〇
〇
〇
）「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
霧
に
隠
り
遠
く
と
も
妹
が
伝
へ
は
早
く

告
げ
こ
そ
」（
二
〇
〇
八
）
の
よ
う
に
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
に
は
し
ば
し
ば

言
葉
を
伝
達
す
る
使
者
が
仮
構
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
う
願
わ
ず
に
は
お
れ
な

い
気
持
の
高
ま
り
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
牽
牛
と
織
女
の
間
で
容
易
に

言
葉
の
や
り
取
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
ま
た
、
当
該
歌
に
即
し
て
み
て
も
、
牽
牛
か
ら
織
女
へ
の
問
い
か
け
が
成

り
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、「
舟
人
」
と
は
別
に
こ
の
問
い
を
伝
達
す
る
使
者
を
認

め
る
こ
と
に
な
り
、
状
況
が
複
雑
化
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
節
で
イ

モ
ラ
ニ0

ミ
エ
キ
ヤ
と
い
う
訓
み
が
成
り
立
つ
可
能
性
が
極
め
て
低
い
と
見
積

も
っ
た
点
か
ら
し
て
も
、
Ⅱ
と
考
え
る
の
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
舟
人
妹
等
所
見
寸
哉
」
の
意
味
と
し
て
は
、
牽
牛
が
「
舟
人
」

に
向
か
っ
て
織
女
（
た
ち
）
の
姿
が
見
え
た
だ
ろ
う
ね
と
問
い
か
け
た
と
い
う

よ
う
な
も
の
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
訓
み
と
し
て
は
、「
舟
な
る
人
に

妹
ら
見
え
き
や
」（
和
歌
文
学
大
系
）
の
よ
う
な
方
向
が
支
持
さ
れ
る
が
、
本

論
で
は
「
舟
人
」
に
向
か
っ
て
の
問
い
か
け
で
あ
る
た
め
、
ハ
を
補
読
し
て

「
舟
な
る
人
は
妹
ら
見
え
き
や
」
と
し
て
お
き
た
い
。

三

　

当
該
歌
の
下
二
句
を
前
述
の
よ
う
に
解
す
る
と
し
て
、
上
三
句
「
天
漢
水
左

閇
而
照
舟
竟
」
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
こ
こ
に
は
本
文
上
の
問
題
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
現
存
諸
本
は

「
水
左
閇
而
」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
赤
人
集
』
に
「
あ
ま
の
が
は
み
な
そ
こ
ま

で
に
て
ら
す
ふ
ね
つ
ひ
に
ふ
な
び
と
い
も
と
み
え
ず
や
」（
二
六
九
）
と
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、「
底
」
の
字
を
補
い
「
水
底
左
閇
而
」
と
考
え
る
説
が
あ
る
。

近
年
の
注
釈
書
で
も
『
阿
蘇
講
義
』
や
『
多
田
全
解
』
が
こ
の
立
場
に
立
つ
。

『
万
葉
集
』
に
も
「
能
登
川
の
水
底
さ
へ
に
照
る
ま
で
に
［
水
底
并
尓
光
及

尓
］
三
笠
の
山
は
咲
き
に
け
る
か
も
」（
10
・
一
八
六
一
）
の
よ
う
な
歌
が
あ

り
、「
水
底
さ
へ
に
」
と
い
う
本
文
は
あ
り
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、「
水
底
さ
へ
に
」
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
音
数
律
の
関
係
で
、
後
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続
の
「
照
」
は
テ
ラ
ス
と
訓
む
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
上
三
句
は
「
天
の
川

水
底
さ
へ
に
照
ら
す

0

0

0

舟
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
実
際
、
先
に
述
べ
た
『
阿
蘇

講
義
』
や
『
多
田
全
解
』
も
こ
の
よ
う
に
本
文
を
立
て
て
い
る
。
テ
ラ
ス
は
テ

ル
に
対
す
る
他
動
詞
形
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
該
句
は
「
天
の
川
の
水
底

ま
で
を
も
照
ら
す
舟
」
と
い
う
意
と
な
る
。
だ
が
、「
さ
へ
に
」
に
つ
い
て
、

『
時
代
別
』
が
「
用
例
は
い
ず
れ
も
主
格
に
か
た
よ
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
集
中
の
「
さ
へ
に
」
八
例
の
う
ち
他
の
七
例
は
、「
さ
へ
に
」

に
上
接
す
る
体
言
が
後
続
の
動
詞
に
対
し
て
主
格
と
し
て
働
い
て
い
る
。
前
掲

し
た
一
八
六
一
歌
も
そ
の
点
で
は
変
わ
り
な
い
。「
さ
へ
」
そ
の
も
の
が
主
格

に
付
き
や
す
い
副
助
詞
で
は
あ
る
の
だ
が
、
か
り
に
当
該
歌
が
「
天
漢
水
底
左

閇
而
照
舟
…
…
」
と
い
う
本
文
だ
っ
た
と
す
る
と
、「
さ
へ
に
」
の
用
例
と
し

て
は
唯
一
の
例
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
さ
へ
（
に
）」
が
主
格
に
付
き
や
す
い
と
い
う
傾
向
を
ど
の
程
度
重
視
す
べ

き
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、『
赤
人
集
』
で
も
「
み
な
そ
こ
ま
で
に

0

0

0

て
ら
す
ふ
ね
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
、「
水
底
」
と
す
る
主
要
伝
本
が
な
い
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、

当
時
に
お
い
て
は
「
水
底
さ
へ
に
照
ら
す
舟
」
と
い
う
言
い
回
し
が
違
和
感
の

あ
る
表
現
だ
っ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
ま
た
、
確
か
に
「
大
き
海
の
水

底
照
ら
し
［
水
底
照
之
］
沈
く
玉
斎
ひ
て
取
ら
む
風
な
吹
き
そ
ね
」（
７
・
一

三
一
九
）
の
よ
う
に
他
動
詞
「
照
ら
す
」
は
存
在
し
て
い
る
が
、

あ
し
ひ
き
の
山
さ
へ
光
り

0

0

咲
く
花
の
散
り
ぬ
る
ご
と
き
我
が
大
君
か
も

�

（
３
・
四
七
七
・
家
持
）

手
に
取
れ
ば
袖
さ
へ
に
ほ
ふ

0

0

0

を
み
な
へ
し
こ
の
白
露
に
散
ら
ま
く
惜
し
も

�

（
10
・
二
一
一
五
）

多
祜
の
浦
の
底
さ
へ
に
ほ
ふ

0

0

0

藤
波
を
か
ざ
し
て
行
か
む
見
ぬ
人
の
た
め

�

（
19
・
四
二
〇
〇
・
内
蔵
縄
麻
呂
）

の
よ
う
に
、「
さ
へ
」
の
後
に
は
自
動
詞
が
好
ま
れ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
、「
底
」
が
脱
落
し
た
の
で
は
な
く
「
天
漢
水

左
閇
而
照
」
が
本
来
の
形
で
あ
り
、「
天
の
川
水
さ
へ
に
照
る
」
と
訓
ま
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
の
場
合
、「
照
る
」
が
終
止
形
な
の
か
連
体
形
な
の
か
が
、
次
の
問
題
に

な
る
。
両
方
の
可
能
性
が
あ
り
得
る
が
、
右
に
見
た
四
七
七
歌
な
ど
の
例
や

「
ま
す
ら
を
の
弓
末
振
り
起
し
獵
高
の
野
辺
さ
へ
清
く
照
る

0

0

月
夜
か
も
」（
７
・

一
〇
七
〇
）
の
よ
う
に
、
他
動
詞
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
自
動
詞
を
用
い
る

例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
の
場
合
も
「
天
の
川
水
さ
へ
に
照
る
」
の
形
で

「
舟
」
を
連
体
修
飾
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
天
の
川
の

水
ま
で
も
が
照
り
輝
く
舟
」
と
い
う
表
現
は
、
現
代
語
と
し
て
は
違
和
感
が
残

る
が
、
実
質
的
に
は
「
天
の
川
の
水
ま
で
を
も
照
り
輝
か
す
舟
」
と
い
う
こ
と

な
の
だ
と
考
え
て
お
く
。

　

続
く
「
舟
竟
」
だ
が
、
少
し
わ
か
り
に
く
い
も
の
の
、
同
じ
人
麻
呂
歌
集
に

は
も
う
一
例
「
己
夫
に
乏
し
き
児
ら
は
泊
て
む
津
［
竟
津
］
の
荒
磯
ま
き
て
寝

ぬ
君
ま
ち
か
て
に
」（
10
・
二
〇
〇
四
・
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
）
と
い
う
用
例

が
あ
り
、「
竟
津
」
は
牽
牛
の
乗
っ
た
舟
が
到
着
す
る
船
着
き
場
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
ら
、「
竟
」
は
舟
が
川
を
渡
り
終
わ
る
と
い
う
意
な
の
だ
と
推

定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
舟
に
関
し
て
「
竟
」
が
使
わ
れ
た
「
大
御
舟
泊
て
て
さ

も
ら
ふ
［
竟
而
佐
守
布
］
高
島
の
三
尾
の
勝
野
の
渚
し
思
ほ
ゆ
」（
７
・
一
一

七
一
）
か
ら
推
す
と
、
当
該
例
も
ハ
ツ
（
泊
つ
）
と
訓
ま
れ
る
も
の
か
と
思
わ
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れ
る
。

　

し
か
し
、「
フ
ネ
ハ
ツ
」
だ
け
で
は
一
音
不
足
す
る
の
で
、
何
ら
か
の
読
み

添
え
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
テ
を
補
っ
て
「
舟
泊
て
て
」
と

す
る
注
釈
書
が
多
い
が
、『
和
歌
文
学
大
系
』
は
ヌ
を
読
み
添
え
「
天
漢
水
さ

へ
に
照
る
舟
は
て
ぬ
」
と
し
て
い
る
。
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
で
は
テ
も
ヌ
も

文
字
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
点
か
ら
両
者
の
優
劣
を
決
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、「
舟
泊
て
ぬ
」
説
は
、
意
味
の
面
で
問
題
が
残
る
よ
う
に
思

う
。

　

こ
こ
を
「
舟
泊
て
ぬ
」
と
考
え
る
と
、
前
掲
三
二
六
八
歌
で
「
と
の
曇
り
雨

は
降
り
来
ぬ0　

天
霧
ら
ひ
風
さ
へ
吹
き
ぬ0

」
と
い
う
事
態
の
把
握
が
「
帰
り
に

し
人
家
に
至
り
き
や
」
と
問
い
か
け
る
根
拠
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
当
該
歌

で
も
「
舟
泊
て
ぬ
」
と
い
う
把
握
が
「
舟
な
る
人
は
妹
ら
見
え
き
や
」
と
い
う

問
い
か
け
に
つ
な
が
る
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
筋
の
通
っ

た
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
対
岸
に
舟
人

が
着
い
た
こ
と
を
牽
牛
は
感
知
で
き
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
前

掲
し
た
「
き
や
」
の
用
例
に
照
ら
す
限
り
、
対
岸
の
様
子
は
牽
牛
に
は
知
り
得

な
い
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
心
を
相
手
に
贈

る
・
袖
を
返
す
・
片
恋
を
す
る
・
涙
を
流
す
な
ど
、「
き
や
」
と
問
う
場
合
に

は
そ
う
問
う
だ
け
の
根
拠
を
詠
み
手
は
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

根
拠
と
は
詠
み
手
の
側
に

0

0

0

0

0

0

属
す
る
事
柄
で
あ
り
、
言
わ
ば
こ
ち
ら
側
に
あ
る
事

例
を
根
拠
と
し
て
あ
ち
ら
側
で
の
事
態
の
成
立
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
三

二
六
八
歌
に
し
て
も
、
雨
や
風
は
詠
み
手
の
近
く
で
降
っ
た
り
吹
い
た
り
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
岸
に
舟
が
着
く
と
い
う
事
態
は
、
牽
牛
の
想
像

の
中
の
出
来
事
と
考
え
て
お
く
方
が
無
難
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
舟
竟
」

に
は
テ
を
読
み
添
え
て
、「
舟
泊
て
て
」
と
す
る
説
に
よ
り
高
い
蓋
然
性
を
認

め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
上
三
句
「
天
漢
水
左
閇
而
照
舟
竟
」
を
「
天

の
川
水
さ
へ
に
照
る
舟
泊
て
て
」
と
訓
む
の
が
最
も
妥
当
だ
と
考
え
る
。
下
二

句
と
合
わ
せ
る
と
、

　
　

天
の
川
水
さ
へ
に
照
る
舟
泊
て
て
舟
な
る
人
は
妹
ら
見
え
き
や

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
牽
牛
が
使
者
と
し
て
の
舟
人
に
対
し
て
、
天
の
川
の
水

ま
で
も
が
照
り
輝
く
舟
が
対
岸
に
着
き
舟
に
乗
っ
て
い
る
人
は
織
女
た
ち
の
姿

を
見
た
だ
ろ
う
か
、
と
問
い
か
け
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四

　

前
節
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
使
者
と
し
て
の
「
舟

人
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
渡

瀬
昌
忠
氏
は
、「
月
人
を
と
こ
」（
二
〇
一
〇
）
の
存
在
に
注
目
し
て
、
人
麻
呂

歌
集
七
夕
歌
を
大
き
く
読
み
直
し
た
（
７
）。
特
に
、
一
九
九
六
歌
か
ら
二
〇
一
三
歌

ま
で
の
十
八
首
を
牽
牛
と
「
月
人
を
と
こ
」
と
の
対
詠
と
捉
え
、
七
夕
以
前
に

牽
牛
が
「
舟
人
（
＝
月
人
を
と
こ
）」
に
問
い
か
け
た
の
が
一
九
九
六
歌
だ
と

し
た
こ
と
は
（
８
）、
従
来
、「
舟
人
」
＝
牽
牛
と
し
七
夕
当
夜
に
第
三
者
の
立
場
で

詠
ま
れ
た
歌
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
当
該
歌
の
解
釈
を
大
き
く
変
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
本
論
の
解
釈
も
、
渡
瀬
氏
の
こ
の
よ

う
な
理
解
に
一
致
す
る
。
で
は
、
渡
瀬
氏
に
倣
っ
て
「
舟
人
」
＝
「
月
人
を
と

こ
」
と
認
定
す
る
の
が
よ
い
の
か
。
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確
か
に
、
単
な
る
使
者
が
乗
る
舟
と
し
て
「
天
の
川
水
さ
へ
に
照
る
舟
」
と

い
う
の
は
大
仰
す
ぎ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
水
面
が
照
り
輝
く
ほ
ど
の
舟
に
乗
る

の
は
、
や
は
り
彦
星
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
『
阿
蘇
全
注
』
の
指
摘

に
は
、
頷
け
る
面
が
あ
る
。
し
か
し
、「
天
の
海
に
雲
の
波
立
ち
月
の
舟
星
の

林
に
漕
ぎ
隠
る
見
ゆ
」（
７
・
一
〇
六
八
・
人
麻
呂
歌
集
）
な
ど
の
用
例
が
あ

る
よ
う
に
、
月
を
舟
に
見
立
て
る
の
は
特
異
な
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
月

じ
た
い
が
照
り
輝
く
存
在
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
「
天
の
川
水
さ
へ
に

0

0

0

照
る

舟
」
と
表
現
す
る
の
も
分
か
ら
な
く
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
舟
人
」
＝
「
月
人

を
と
こ
」
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

し
か
し
ま
た
一
方
で
、
歌
そ
の
も
の
か
ら
「
舟
人
」
＝
「
月
人
を
と
こ
」
が

明
示
的
に
読
み
取
れ
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
大
久
保
正
氏
が
「
舟
の
一
語

で
月
を
指
し
た
例
は
無
く
、
こ
の
解
釈
は
成
立
し
難
い
」
と
し
た
よ
う
に
（
９
）、

「
天
の
川
水
さ
へ
に
照
る
舟
」
と
い
う
だ
け
で
こ
れ
を
月
だ
と
断
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
し
、
ま
た
身
﨑
壽
氏
が
「
こ
の
前
半
歌
群
で
そ
の
な
ま
え
が
じ
っ
さ

い
に
登
場
す
る
の
は
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
二
〇
一
〇
で
、
作
中
主
体
を
タ

ネ
あ
か
し
す
る
も
の
と
し
て
も
お
そ
す
ぎ
る
う
ら
み
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ

う
に
）
（1
（

、「
月
人
を
と
こ
」
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
当
該
歌
よ
り
十
四
首

も
後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
配
列
を
詠
歌
の

現
場
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
固
定
的
に
捉
え
る
限
り
、
歌
群
冒
頭
に
こ
の

よ
う
な
形
で
「
月
人
を
と
こ
」
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
唐
突
す
ぎ
る
印
象
が
拭

え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
舟
人
」
が
使
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ

を
「
月
人
を
と
こ
」
に
結
び
つ
け
る
だ
け
の
手
が
か
り
が
存
し
た
と
は
言
い
難

い
と
考
え
る
。
言
わ
ば
、
必
要
条
件
は
満
た
す
け
れ
ど
も
十
分
条
件
は
満
た
さ

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
舟
人
」
＝
「
月
人
を
と
こ
」

が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
現
状
の
歌
群
配
列
と
は
異
な
る
披
露
の
場
が
必
要
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
は
、
現
状
の
配
列
を
実
際
の
詠
歌
の
反
映
と
見
な
い
可
能
性
を
示
唆
す

る
。
た
と
え
ば
、
渡
瀬
氏
は
当
該
歌
を
「
天あ
ま
の
が
は漢
水
さ
へ
に
照
る
舟
は
て
ぬ
舟

な
る
人
に
妹
ら
見
え
き
や
」
と
訓
み
、「
天
の
河
の
水
ま
で
も
照
る
ほ
ど
に
光

り
か
が
や
く
舟
（
月
の
舟
）
が
停
泊
し
た
。
舟
の
上
の
人
（
月
人
壮
子
）
に
、

わ
が
妹い
も

た
ち
は
見
え
た
で
し
ょ
う
ね
」
と
解
釈
す
る
）
（（
（

。
別
の
論
文
で
）
（1
（

、
当
該
歌

と
続
く
一
九
九
七
歌
に
つ
い
て

七
夕
（
陰
暦
七
月
七
日
の
夕
べ
）
以
前
の
あ
る
夏
の
夜
、
天
の
川
の
岸
辺
、

牛
宿
（
黄
道
に
沿
う
二
十
八
星
宿
の
一
つ
）
の
北
に
い
る
牽
牛
星
が
、
月

の
船
を
漕
い
で
黄
道
に
沿
う
道
（
白
道
）
を
航
行
し
て
来
て
箕
宿
・
斗
宿

の
あ
た
り
で
天
の
川
を
渡
り
牛
宿
に
停
泊
し
た
月
人
壮
子
と
、
織た
な
ば
た
つ
め女
に

つ
い
て
問
答
す
る
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
舟
人
」
は
牽
牛
の
視
界
内
に
停
泊
し
た

と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
自
然
な
解
釈
で
あ
ろ
う
か
。
ヌ
を
読
み
添

え
る
こ
と
の
問
題
点
は
前
節
に
記
し
た
通
り
だ
が
、
こ
ち
ら
側
に
舟
が
接
岸
し

た
の
な
ら
そ
の
点
は
解
消
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す

る
と
、「
舟
は
て
ぬ
」
と
い
う
事
態
は
織
女
た
ち
が
見
え
た
こ
と
の
根
拠
に
は

な
ら
ず
に
、
牽
牛
が
問
い
か
け
る
こ
と
と
の
み
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
前
掲

三
二
六
八
歌
の
「
と
の
曇
り
雨
は
降
り
来
ぬ0　

天
霧
ら
ひ
風
さ
へ
吹
き
ぬ0

」
が

こ
れ
に
近
い
と
は
い
え
、「
き
や
」
を
用
い
る
歌
の
詠
み
方
と
し
て
は
少
し
異
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例
な
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
三
二
六
八
歌
に
し
て
も
、
雨
が
降
り
風
が
吹
き
出

す
前
に
恋
人
は
家
に
辿
り
着
い
た
か
が
気
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
問

い
か
け
の
内
容
と
無
関
係
に
「
雨
は
降
り
来
ぬ
」「
風
さ
へ
吹
き
ぬ
」
と
い
う

事
態
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　
「
こ
の
よ
う
に
考
え
る
可
能
性
は
な
い
の
か
？
」
と
考
え
て
し
ま
う
と
、「
な

い
」
と
断
言
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
が
、「
舟
は
て
ぬ
」
を
「
妹
ら
見
え
き

や
」
と
い
う
問
い
か
け
内
容
と
無
関
係
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
し
、
ま
た
「
舟
は
て
ぬ
」
か
ら
そ
の
舟
が
「
黄
道
に
沿
う
道
（
白

道
）
を
航
行
し
て
来
て
箕
宿
・
斗
宿
の
あ
た
り
で
天
の
川
を
渡
」
っ
た
と
意
を

汲
む
の
も
、
前
提
が
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
ほ
ぼ
不
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
渡
瀬
氏
が
当
該
歌
を
こ
の
よ
う
に
解
し
た
の
は
、
続
く
一

九
九
七
歌
「
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
原
に
ぬ
え
鳥
の
う
ら
な
け
ま
し
つ
乏
諸
手

丹
」
を
「
月
人
を
と
こ
」
の
返
答
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
視
点
か
ら
整
合
的
に
当
該
歌
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
、
細
部
に
右
の
よ

う
な
無
理
が
生
じ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
実
際
に

披
露
さ
れ
た
環
境
は
現
状
の
歌
群
が
示
す
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
、
と
考
え

た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
配
列
か
ら
あ
る
種
の
展
開
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き

る
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
詠
歌
の
現
場
の
反
映
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
編
纂
段
階
で
の
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
、
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
一
首
一
首
は
現
場
の
状
況
に
規
定
さ
れ
て

詠
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
首
ご
と
に
表
現
を
工
夫
し
つ
つ
詠
み
出
さ
れ
た

も
の
だ
と
い
う
理
解
に
誘
う
こ
と
に
な
る
。
当
該
歌
に
即
し
て
言
え
ば
、
こ
こ

に
仮
構
さ
れ
た
使
者
は
、
詠
歌
の
現
場
に
実
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
歌
の

抒
情
を
支
え
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

本
論
の
解
釈
に
従
え
ば
、
使
者
は
天
の
川
の
向
こ
う
岸
に
い
る
の
で
あ
り
、

一
九
九
六
歌
の
問
い
か
け
に
直
接
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
続
く
一
九
九
七

歌
が
、
織
女
の
目
撃
者
の
歌
と
し
て
相
応
し
い
の
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
を
一
九

九
六
歌
の
使
者
の
詠
作
と
い
う
ふ
う
に
整
合
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

る
。
両
者
の
結
び
つ
き
は
、
歌
集
編
者
に
よ
っ
て
緩
や
か
に
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
実
際
に
問
答
で
あ
っ
た

と
考
え
る
に
は
齟
齬
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
七
夕
伝
説
そ
の
も
の
に
使
者
は
不
要
で
あ
る
。
人
麻
呂

歌
集
七
夕
歌
に
使
者
が
多
い
の
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
事
柄
だ
が
、
そ
れ
は
外
来

の
伝
説
を
歌
に
取
り
込
む
さ
い
の
格
闘
の
跡
と
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
他
の
七
夕
歌
が
ど
う
見
直
さ
れ
る
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
１�　

な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
渡
瀬
昌
忠
「
第
一
歌
群
の
論
」（『
人
麻
呂
歌
集

非
略
体
歌
論
下
』
渡
瀬
昌
忠
著
作
集
第
四
巻
、
お
う
ふ
う
二
〇
〇
二
年
）、
工
藤
力
男

「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
読
解
法
」（『
萬
葉
集
校
注
拾
遺
』
笠
間
書
院
二
〇
〇
八
年
）
に

も
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。

２　

村
田
正
博
「
人
麻
呂
の
作
歌
精
神

─
「
吾
等
」
の
用
字
を
め
ぐ
っ
て

─
」

（『
萬
葉
の
歌
人
と
そ
の
周
辺
』
清
文
堂
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
な
お
、
人
麻
呂
歌
集

七
夕
歌
に
お
け
る
「
吾
等
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
踏
み
込

ま
な
い
。

３　

毛
利
正
守
「「
サ
ネ
・
カ
ツ
テ
」
再
考
」（『
萬
葉
』
一
九
七
九
年
十
二
月
）
参
照
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４　

本
論
と
は
解
釈
の
異
な
る
点
も
あ
る
が
、
品
田
悦
一
「「
第
三
者
」
の
意
味
す
る
も

の

─
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
瞥
見

─
」（『
日
本
古
典
文
学
会
々
報
』
一
九
九
〇
年

一
月
）
が
、「
～
き
や
」
の
用
例
か
ら
「
い
ず
れ
も
、
事
態
を
直
接
見
聞
き
し
た
と
目

さ
れ
る
人
物
が
対
者
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
」
と
帰
納
し
た
点
は
、
正
鵠
を
射
た
分

析
で
あ
る
と
考
え
る
。

５　

こ
の
点
は
、
同
じ
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
に
「
我
が
恋
を
夫つ
ま

は
知
れ
る
を
行
く
舟
の

過
ぎ
て
来
べ
し
や
言
も
告
げ
な
む
」（
一
九
九
八
）
や
「
彦
星
は
嘆
か
す
妻
に
言
だ
に

も
告
げ
に
そ
来
つ
る
見
れ
ば
苦
し
み
」（
二
〇
〇
六
）
と
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

一
九
九
八
歌
は
、
織
女
の
立
場
の
歌
と
し
て
目
の
前
を
牽
牛
の
乗
っ
た
船
が
通
過
す

る
と
解
す
る
説
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
「
こ
の
歌
は
、
牽
牛
が
織
女
と
共
寝
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
七
月
七
日
の
一
夜
の
み
で
あ
る
が
、
平
常
、
天
の
河
に

船
を
漕
ぐ
こ
と
は
自
由
で
あ
つ
た
と
解
し
て
、
そ
の
上
に
立
つ
て
の
も
の
で
あ
る
」

（
窪
田
評
釈
）
と
考
え
る
余
地
が
出
て
来
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
夫つ
ま

は
原
文
「
嬬
」
で

あ
り
織
女
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
牽
牛
が
使
者
に
向
け
て

詠
ん
だ
歌
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
歌
も
、
七
夕
以
前
に
牽

牛
が
言
葉
だ
け
で
も
掛
け
よ
う
と
思
っ
て
織
女
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
と
解
す
る

と
、
七
夕
伝
説
の
内
容
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
初
二
句
「
孫
星

嘆
須
孋
」
を
「
彦
星
の0

嘆
か
す
妻
に
」
と
訓
ん
で
、
使
者
が
派
遣
さ
れ
た
と
解
釈
す

る
こ
と
で
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鉄
野
昌
弘
「
人
麻

呂
歌
集
七
夕
歌
の
「
告
」」（『
美
夫
君
志
』
二
〇
〇
八
年
三
月
）
加
藤
千
絵
美
「
人
麻

呂
歌
集
七
夕
歌
の
使
者
」（『
日
本
文
学
論
究
』
二
〇
一
二
年
三
月
）
な
ど
参
照
。

６　

注
（
４
）
品
田
論
文
が
「“
逢
っ
た
で
し
ょ
う
ね
”
と
誰
か
に
念
を
押
し
た
も
の
と

解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
の
は
、「
見
ゆ
」
を
「
逢
う
」
の
意
に
解
す

る
点
は
本
論
と
考
え
が
異
な
る
が
、
首
肯
さ
れ
る
べ
き
解
釈
だ
と
考
え
る
。

７　

渡
瀬
昌
忠
「
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の
七
夕
歌

─
使
者
を
求
め
て

─
」（『
万
葉

学
論
攷
』
続
群
書
類
従
刊
行
会
一
九
九
〇
年
）
に
始
ま
る
一
連
の
七
夕
歌
論
は
、
注

（
１
）
の
『
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
論
下
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

８　

こ
の
よ
う
な
見
方
じ
た
い
は
、
既
に
内
田
光
彦
「
人
麿
歌
集
七
夕
歌
試
論
」（『
古

代
研
究
』
一
九
七
二
年
九
月
）
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
。

９　

大
久
保
正
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
位
相
」（『
万
葉
集
の
諸
相
』
明
治
書
院
一
九

八
〇
年
）。
な
お
、
こ
れ
は
注
（
８
）
内
田
論
文
の
説
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

10　

身
﨑
壽
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
作
中
主
体

─
七
夕
詩
賦
と
の
関
連
か
ら

─
」

（『
日
本
古
典
文
学
の
諸
相
』
勉
誠
社
一
九
九
七
年
）

11　

注
（
１
）
渡
瀬
論
文

12　

渡
瀬
昌
忠
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
群
の
本
体
部
」（
注
（
１
）
書
）

　　

＊�

『
万
葉
集
』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
、『
赤
人
集
』
の

引
用
は
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書
店
）
に
よ
っ
た
が
、
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。

（
よ
し
だ
・
み
き
お　

本
学
教
授
）


