
I

讃
久
邇
新
京
歌

現
つ
神
我
が
大
君
の
天
の
下
八
島
の
中
に
国
は
し
も
多
く

あ
れ
ど
も
里
は
し
も
さ
は
に
あ
れ
ど
も
山
な
み
の
宜
し
き
国

と
川
な
み
の
立
ち
合
ふ
里
と
山
城
の
鹿
背
山
の
ま
に
宮
柱

太
敷
き
ま
つ
り
高
知
ら
す
布
当
の
宮
は
川
近
み
瀬
の
音
ぞ
清

き
山
近
み
烏
が
音
と
よ
む
秋
さ
れ
ば
山
も
と
ど
ろ
に
さ
雄

鹿
は
妻
よ
び
と
よ
め
春
さ
れ
ば
岡
辺
も
し
じ
に
厳
に
は
花

咲
き
を
を
り
痛
何
怜
布
当
の
原
い
と
貴
大
宮
所
う
尋
へ
し
こ

そ
我
が
大
君
は
君
な
が
ら
聞
か
し
給
ひ
て
さ
す
た
け
の
大

宮
こ
こ
と
定
め
け
ら
し
も
（
Ⅵ
・
一
○
五
○
）

万
葉
集
巻
六
に
「
田
辺
福
麻
呂
之
歌
集
中
出
」
と
あ
る
「
讃
久
邇
新
京
歌

二
首
丼
短
歌
」
の
第
一
首
で
あ
る
。
小
稿
は
そ
こ
に
み
え
る
「
痛
何
怜
」
の

訓
に
つ
い
て
卑
見
を
述
、
へ
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

「
痛
何
怜
」
に
つ
い
て
は
、
従
来

「
浦
何
怜
」
小
考

「
痛
何
怜
」
小
考

Ｉ
Ｉ
Ｊ
り
ｐ
ｂ
Ｉ
Ｉ
４
４
９
可

〔一〕

イ
タ
ァ
ハ
レ
（
元
暦
校
本
）

イ
ト
ア
ハ
レ
（
紀
州
本
、
西
本
願
寺
本
、
代
匠
記
な
ど
）
ジ

ァ
ナ
’
一
ヤ
シ
（
考
、
略
解
、
た
だ
し
略
解
に
は
ア
ナ
ア
ハ
レ
と
も
あ
る
）

ア
ナ
タ
ヌ
シ
（
孜
証
）

ア
ナ
ア
ハ
レ
（
新
校
、
塙
害
房
本
本
文
篇
、
私
注
、
評
釈
な
ど
）

・
ア
ナ
オ
モ
シ
ロ
（
古
義
、
全
釈
、
全
註
釈
、
古
典
大
系
本
、
注
釈
、
塙
書
房
木

訳
文
篇
、
小
学
館
本
な
ど
）

等
の
訓
が
あ
り
、
現
在
は
ア
ナ
ア
ハ
レ
、
ア
ナ
オ
モ
シ
ロ
の
二
通
り
が
行
な

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
塙
書
房
本
本
文
篇
（
昭
妬
・
４
、
八
版
）
に

は
ア
ナ
ア
ハ
レ
と
あ
る
が
、
同
訳
文
篇
（
昭
獅
・
３
）
に
は
ア
ナ
オ
モ
シ
ロ
と

あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ア
ナ
オ
モ
シ
ロ
に
傾
い
て
い
る
と
も
い
え
る
。

そ
こ
で
従
来
の
訓
を
み
て
み
る
と
、
「
痛
」
を
イ
タ
と
訓
む
こ
と
は
「
風

乎
痛
」
（
Ⅷ
．
一
五
四
二
）
、
「
可
是
乎
倒
劉
劉
さ
爺
三
三
八
○
）
な
ど
に
お

い
て
認
め
ら
れ
そ
う
で
は
あ
る
が
、
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
は
、
モ

を
伴
っ
て
イ
タ
モ
と
訓
む
く
き
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
る
の
が
例
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
（
「
痛
毛
」
Ⅲ
・
四
五
六
等
）
。
イ
ト
と
訓
む
べ
き
例
は
見
あ
た
ら
ず
、

本
田
義
寿

声



イ
ト
の
場
合
に
は
「
甚
」
を
用
い
る
の
が
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
Ⅲ
・

四
二
等
）
。
従
っ
て
は
じ
め
の
二
例
の
よ
う
に
こ
の
「
痛
」
を
イ
タ
、
イ
ト

と
訓
む
説
に
は
従
い
難
い
。

ア
ナ
と
訓
む
の
は
「
痛
醜
」
（
Ⅲ
．
三
四
四
）
．
に
同
じ
と
み
え
る
「
大
醜
」

に
つ
い
て
、
「
大
醜
、
此
を
ば
軟
奈
瀧
側
句
（
ア
ナ
ミ
ニ
ク
）
と
云
ふ
）

（
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
九
月
、
訓
注
）
と
あ
り
、
「
痛
た
づ
た
づ
し
」
（
Ⅳ
・
五

七
五
）
と
「
安
奈
（
ア
ナ
）
た
づ
た
づ
し
」
獅
・
三
ハ
三
ハ
）
と
あ
る
の
も
み
え
、

「
阿
那
於
茂
志
呂
、
古
語
、
事
之
甚
切
、
皆
称
阿
那
（
ア
ナ
）
」
（
古
語
拾
遺
）

と
も
あ
っ
て
、
先
賢
の
諸
説
に
あ
る
と
お
り
、
ア
ナ
と
訓
む
の
が
正
し
い
と

思
わ
れ
る
。

ア
ナ
ニ
ャ
シ
は
伊
邪
那
岐
、
伊
邪
那
美
の
婚
姻
に
か
か
わ
る
「
阿
那
邇
夜

志
（
ア
ナ
ニ
ヤ
シ
）
」
（
記
上
）
で
、
「
美
哉
」
（
神
代
紀
）
な
ど
と
記
さ
れ
る
意

で
は
あ
る
が
、
そ
の
意
だ
け
で
「
痛
何
怜
」
を
ア
ナ
ニ
ャ
シ
と
訓
む
と
い
う

こ
と
も
難
し
い
。
そ
れ
は
ま
た
「
甚
貴
」
と
対
句
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
も

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ナ
タ
ヌ
シ
も
、
「
何
怜
」
を
タ
ヌ
シ
（
タ
ノ
シ
）
と
訓
む
べ
き
例
の
な

い
点
か
ら
は
、
賛
成
し
難
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
何
怜
」
の
訓
と
し
て
は
、
ア
ハ
レ
、
オ
モ
シ
ロ
シ
の
他
に
ウ
マ
シ
と
ハ

ヤ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
「
痛
何
怜
」
の
訓
と
し
て
は
、
前

に
あ
げ
た
よ
う
に
ア
ナ
ア
ハ
レ
、
ア
ナ
オ
モ
シ
ロ
の
二
通
り
が
行
な
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
小
稿
は
そ
こ
に
ァ
・
ナ
ウ
マ
シ
を
も
加
え
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
提
出
し
、
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と

願
う
も
の
で
あ
る
。

｜

↓

’

■

h

何
怜
也
、
心
楽
也
於
毛
志
呂
志
（
オ
モ
シ
ロ
シ
）
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
や

②

は
り
認
め
ら
れ
る
。
訓
と
し
て
ア
く
し
と
も
オ
モ
シ
ロ
シ
と
も
訓
め
る
な
ら

ば
、
問
題
は
そ
れ
が
ど
う
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
さ
さ
か
煩
墳
で
は
あ
る
が
、
用
例
の
数
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
応
す

今
へ
て
を
並
。
へ
た
て
て
み
た
い
と
思
う
。

ア
ハ
レ

、
、
、
、

家
な
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
何
怜

（
Ⅲ
．
四
一
五
）

、
、
、
、
、

早
川
の
瀬
に
居
る
烏
の
よ
し
を
な
み
思
ひ
て
あ
り
し
我
が
子
は
も
何
怜

（
Ⅳ
．
七
六
二

、
、

秋
山
の
黄
葉
何
怜
と
う
ら
ぶ
れ
て
入
り
に
し
妹
は
待
て
ど
来
ま
さ
ず

（
Ⅶ
．
一
四
○
九
）

、
、
、
、

名
児
の
海
を
朝
漕
ぎ
来
れ
ば
海
中
に
鹿
子
そ
鳴
く
な
る
何
怜
そ
の
鹿
子

（
Ⅶ
・
一
四
一
七
）

、
、
、

か
き
霧
ら
し
雨
の
降
る
夜
を
灌
公
烏
鳴
き
て
行
く
な
り
何
怜
そ
の
烏

ｊ
ｊ
二
１

Ｋ
く

「
何
怜
」
は
「
可
怜
」
と
書
く
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
既
に
指
摘
さ

①

れ
て
い
る
と
お
り
「
何
怜
」
が
慣
用
と
し
て
固
定
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
何
怜
」
を
ア
ハ
レ
と
訓
む
の
は
、
聖
徳
太
子
の
遊
行
の
時

の
「
こ
の
旅
人
何
怜
」
（
Ⅲ
・
四
一
五
）
と
「
そ
の
旅
人
阿
波
礼
（
ア
ハ
レ
）
」
．

（
推
古
紀
三
年
三
一
月
）
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
オ
モ
シ
ロ
（
オ
モ
シ

ロ
シ
）
と
訓
む
の
は
、
『
新
撰
字
鏡
』
（
享
和
本
三
ウ
）
「
誌
」
に
「
市
貴
反
、

b

'

二



■T

（
Ⅸ
．
一
七
五
六
）

も
、

行
か
狙
我
を
来
む
と
か
夜
も
門
さ
さ
ず
何
怜
我
妹
が
待
ち
つ
つ
あ
ら
む

（
Ⅱ
・
二
五
九
四
）

、

住
吉
の
岸
に
向
か
へ
る
淡
路
島
何
怜
と
君
を
言
は
い
日
は
な
し

（
刈
・
三
一
九
七
）

。
…
：
（
ほ
と
と
ぎ
す
）
聞
く
ご
と
に
心
っ
ご
き
て
う
ち
嘆
き

安
波
礼
の
鳥
と
言
は
ぬ
時
な
し
（
”
・
四
○
八
九
）

以
上
九
例
が
万
葉
集
に
み
え
る
ア
ハ
レ
と
訓
む
例
で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
な

が
ら
言
う
必
要
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
何
を
ア
ハ
レ
と
言
っ
た
の
か
を
み

れ
ば
、
「
こ
の
旅
人
」
「
我
が
子
」
「
秋
山
の
黄
葉
」
「
そ
の
鹿
子
」
「
そ
の
烏
」

（
ほ
と
と
ぎ
す
）
「
我
妹
」
「
君
」
で
あ
る
。
「
秋
山
の
黄
葉
」
に
つ
い
て
は

後
に
触
れ
る
と
し
て
、
概
し
て
言
え
ば
、
ア
ハ
レ
の
対
象
は
ひ
と
り
の
人
で

あ
る
か
、
ひ
と
つ
の
烏
で
あ
る
か
、
人
と
物
と
の
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、

そ
の
物
で
さ
え
も
人
格
に
近
い
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
、
い
ず
れ
に
し
ろ

感
動
の
対
象
は
作
者
と
特
に
か
か
わ
り
の
あ
る
人
格
的
な
個
な
る
も
の
に
限

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
万
葉
集
の
例
に
か
ぎ
ら
ず
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

や
つ
め
さ
す
出
雲
建
が
側
け
る
太
刀
黒
葛
多
巻
き
さ
身
な
し
に
阿
波
礼

（
記
景
行
）

、
、
、

…
…
大
峰
に
し
仲
定
め
る
，
思
ひ
妻
阿
波
礼
…
…
後
も
取
り

、
、
、

‐
見
る
思
ひ
妻
阿
波
礼
（
記
允
恭
）

、
、
、

尾
張
に
直
に
向
か
へ
る
一
つ
松
阿
波
礼
（
景
行
紀
）
‐

、
、

…
：
．
泣
き
沽
ち
行
く
も
影
媛
阿
婆
例
（
武
烈
前
紀
）

な
ど
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
前
に
あ
げ
た
「
秋
山
の
黄
葉
」
に
つ
い
て

「
痛
何
怜
」
小
考

４
例
“
Ｌ
■
移
葱
，
画
声
、
０
，
」

は
、
作
者
に
と
っ
て
の
特
定
の
個
な
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
痛

、
、
、
、

何
怜
布
当
の
原
」
と
も
相
通
ず
る
景
観
で
は
な
い
か
と
も
み
え
た
り
す
る
。

し
か
し
こ
の
例
の
あ
る
巻
七
が
人
麻
呂
歌
集
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
巻

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
入
麻
呂
の
「
妻
死
之
後
泣
血
哀
働
作
歌
」
に

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

秋
山
の
黄
葉
を
茂
み
迷
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
道
知
ら
ず
も

（
１
．
二
○
八
）

、
、
、
、
、
、
、

黄
葉
の
散
り
行
く
な
へ
に
玉
梓
の
使
を
見
れ
ば
あ
ひ
し
日
思
ほ
ゅ

（
Ⅱ
．
二
○
九
）

な
ど
と
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
「
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
時
に
取
持
ち
て
吾

が
二
人
見
し
」
（
１
．
一
二
○
）
も
の
と
し
て
、
妹
と
の
「
あ
ひ
し
日
」
を
思

わ
せ
る
特
定
の
黄
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
黄

葉
が
、
通
過
儀
礼
の
一
環
と
し
て
の
成
年
成
女
祭
式
に
葉
や
花
を
か
ざ
す
慣

習
に
か
か
わ
る
呪
物
と
し
て
、
相
思
う
二
人
の
象
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

③と
と
も
関
連
す
る
は
ず
で
あ
る
。
秋
山
の
景
観
と
い
う
よ
り
も
、
か
っ
て
の

日
の
妹
と
我
と
に
深
く
か
か
わ
る
象
徴
的
な
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
、
み
つ

、

、

、

め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
旅
人
」
「
我
が
子
」
「
そ

、

、

の
鳥
」
「
我
妹
」
「
君
」
な
ど
と
、
代
名
詞
を
も
っ
て
指
示
す
る
例
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
こ
と
も
、
「
出
雲
建
が
伽
け
る
太
刀
」
「
思
ひ
妻
」
．
っ
松
」
「
影

媛
」
な
ど
と
、
固
有
名
詞
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
も
っ
て
示
し
て

ｌ
い
る
例
と
と
も
に
、
や
は
り
ア
ハ
レ
の
対
象
が
、
作
者
に
と
っ
て
の
特
別
の

ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『
古
語
拾
遺
』
に
み
え
る
ア

ハ
レ
に
「
言
天
晴
也
」
と
注
の
あ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の

も
の
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
広
く
景
観
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た

〃
日
、
９
０
判
１
６
Ｊ



か
と
も
み
え
る
。
が
そ
の
ア
ハ
レ
の
す
ぐ
次
の
「
阿
那
（
ア
ナ
）
お
も
し
ろ
」

、
、

に
つ
い
て
、
「
古
語
、
事
之
甚
切
、
皆
称
阿
那
」
な
ど
と
、
「
古
語
」
に
対
す

る
訓
釈
の
意
図
の
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
記
紀
に
は
こ
の
場
面
に
一
書
日
な
ど

と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
歌
が
全
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、

④

あ
る
い
は
「
言
天
晴
也
」
は
新
し
い
時
代
の
解
と
し
て
付
会
さ
れ
た
か
と
も

推
測
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば

、
、
、

時
に
毎
夜
、
菟
餓
野
よ
り
鹿
の
鳴
聞
ゅ
る
こ
と
有
り
。
其
の
声
蓼
亮
に

、
、

し
て
悲
し
・
（
天
皇
と
皇
后
）
共
に
可
怜
（
ア
ハ
レ
）
と
お
も
ほ
す
情
を
起

し
た
ま
ふ
。
（
仁
徳
紀
、
三
八
年
七
月
）

、

と
も
あ
る
よ
う
に
、
「
其
の
声
」
の
「
悲
し
」
い
こ
と
に
対
し
て
ア
ハ
レ
の

情
を
起
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
ア
ハ
レ
の
本
来
の
あ
り
方
と
し
て
、

ひ
と
つ
の
も
の
を
対
象
の
中
心
に
お
い
て
の
情
を
示
す
語
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
痛
何
怜
布
当
の
原
」
に
お
い
て
、
紀
州
本

に
は
「
何
」
の
字
「
阿
」
と
あ
っ
て
、
早
く
ア
ハ
レ
と
訓
ま
れ
た
か
と
も
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
ア
ハ
レ
の
本
来
の
意
味
が
「
古
語
拾

遺
」
に
お
い
て
既
に
う
す
れ
て
い
た
こ
と
と
共
に
、
次
第
に
変
転
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
布
当
の
原
」
が

「
山
な
み
の
宜
し
き
国
と
川
な
み
の
立
ち
合
ふ
里
と
」
と
歌
わ
れ
た
山
川

の
景
観
と
、
そ
の
春
秋
の
風
物
を
総
括
す
る
大
き
な
全
体
の
場
と
し
て
把
握

さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
万
葉
の
時
代
に
は
ア
ハ
レ
の
対
象
と
は
な
り
得

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
痛
何
怜
布
当
の
原
い
と

貴
大
宮
処
」
の
対
句
の
点
か
ら
も
、
「
痛
何
怜
」
を
ア
ナ
ア
ハ
レ
と
訓
む
と

一
■
唯
占
睡
時
』
岬
，
型

四

い
う
に
は
、
そ
の
対
象
「
布
当
の
原
」
が
時
間
的
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り
を
持

ち
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
ア
ナ
ア
ハ
レ
と
訓
む
な
ら
ば
個
人
的
悲
歌
的

な
感
動
に
か
た
よ
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
の
長
歌
が
新
京
へ
の

讃
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
個
人
的
な
感
動
で
あ
る
よ
り
も
、
対
象
そ
の
も

の
へ
の
讃
辞
が
こ
こ
に
は
歌
わ
れ
る
管
へ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

ｊ２く

オ
モ
シ
ロ
（
オ
モ
シ
ロ
シ
）

、
、

生
け
る
代
に
我
は
い
ま
だ
見
ず
言
絶
え
て
か
く
何
怜
（
オ
モ
シ
ロ
ク
）

、
、
、
、

縫
へ
る
袋
は
（
Ⅳ
’
七
四
六
）

、
、

ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
渡
る
月
を
何
怜
（
オ
モ
シ
ロ
ミ
）
戒
が
居
る
袖
に
鱈
そ

置
き
に
け
る
（
Ⅶ
・
一
○
八
一
）

玉
く
し
げ
三
諸
戸
山
を
行
き
し
か
ぱ
面
白
（
オ
モ
シ
ロ
ク
）
し
て
古
思

ほ
ゆ
（
Ⅶ
・
一
二
四
○
）

、

於
毛
思
路
伎
（
オ
モ
シ
ロ
キ
）
野
を
ば
な
焼
き
そ
古
草
に
新
草
ま
じ
り

生
ひ
は
生
ふ
る
が
に
耐
．
三
四
五
三

…
…
春
さ
り
て
野
辺
を
め
ぐ
れ
ば
面
白
（
オ
モ
シ
ロ
）
み
わ

、
、

れ
を
思
へ
か
さ
野
つ
烏
来
鳴
き
翔
ら
ふ
…
両
・
三
七
九
一
）

以
上
五
例
が
万
葉
集
に
み
え
る
オ
モ
シ
ロ
（
オ
モ
シ
ロ
シ
）
の
例
で
あ
る
。

「
す
零
へ
て
興
趣
あ
る
さ
ま
を
い
い
、
お
も
に
外
形
的
な
事
象
に
向
か
っ
て
用

⑤

い
ら
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
「
主
と
し
て
あ
る
対
象
に
ふ
れ
て
そ
れ

に
興
味
が
ひ
か
れ
る
感
情
を
表
わ
す
」
と
も
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
対
象
が
「
縫
へ
る
袋
」
で
あ
り
「
月
」
で
あ
り
「
わ
れ
」
で
あ
る
と
こ

腿
ロ
ー
■
ワ
タ
ー
』
■
Ｆ
１
■
Ｆ
１
と
ｐ
Ｆ
９



ろ
は
、
こ
れ
も
ま
た
ア
ハ
レ
の
場
合
と
同
様
に
、
作
者
に
と
っ
て
特
に
関
心

の
深
い
個
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
古
今
集
』
に
み

え
る
オ
モ
シ
ロ
シ
の
用
例
七
例
中
五
例
が
「
月
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

⑥

他
の
二
例
を
も
含
め
て
「
み
な
風
景
に
つ
い
て
使
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘

も
、
た
し
か
に
風
景
で
は
あ
る
が
、
そ
の
風
景
を
「
月
」
な
ど
の
よ
う
に
代

表
的
な
ひ
と
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
よ
り
印
象
的
な
も
の
と
し
た
と
考
え
て

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
三
諸
戸
山
を
行
き
し
か
ば
」
（
一
二
四
○
）
と
あ

る
の
は
何
が
オ
モ
シ
ロ
か
つ
た
の
か
は
明
白
で
な
い
が
、
あ
る
い
は
そ
こ
に

伝
え
ら
れ
る
伝
承
に
か
か
わ
る
ひ
と
つ
の
も
の
に
ふ
れ
て
の
、
「
古
思
ほ
ゆ
」

で
は
な
か
っ
た
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

「
野
」
（
三
四
五
二
）
と
な
る
と
景
観
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

万
葉
集
で
は
、
夜
渡
る
月
、
三
輪
の
檜
原
、
布
当
の
原
や
野
を
オ
モ
シ

ロ
と
い
っ
て
い
る
。
…
…
元
来
、
目
の
前
が
バ
ッ
ト
明
る
く
な
る
感
じ
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
う
語
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
。
広
い
風
景
の
美
し
さ
を
た
た
え
る
語

、
、
、

と
な
り
、
次
の
心
楽
し
い
意
味
に
な
っ
て
行
っ
て
、
音
楽
や
遊
宴
の
楽
し

⑦

さ
も
い
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
傍
点
筆
者
）
｜

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
月
」
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
の
「
月
」
を
ひ
と
つ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
三
輪
の
檜
原
」
に
つ
い
て
は
「
三
諸
戸
山
」
の
歌
に
か
か
る
か
と
み
え
る

が
、
集
中
に
そ
れ
を
オ
モ
シ
ロ
と
し
た
例
は
見
あ
た
ら
ず
、
「
三
諸
戸
山
」

の
歌
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
っ
て
明
白
で
な
い
。
「
布
当
の
原
」
は
小
槁
で
検

討
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
野
」
だ
け
が
風
景
と
い
え
そ
う
に
み

え
る
。
し
か
し
そ
こ
に
み
え
る
オ
モ
シ
ロ
キ
が
、
「
広
い
風
景
の
美
し
さ
を

「
痛
何
怜
」
小
考

、

r･
弔輯

た
た
え
る
」
表
現
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
オ
モ
シ
ロ
キ
野

は
、
野
火
に
か
か
わ
る
旧
俗
を
背
景
と
す
る
は
ず
で
、
野
の
美
し
さ
を
た
た

え
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
旧
俗
、
そ
れ
は
本
来
儀
礼
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
現
実
的
な
側
面
と
し
て
、
多
分
成
年
式
に
か
か
わ
る

で
あ
ろ
う
男
女
が
野
に
こ
も
る
こ
と
、
そ
れ
を
主
と
し
て
の
オ
モ
シ
ロ
キ
野

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
野
火
に
か
か
わ
る
民
謡
が
そ
の
裏
に
あ
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
「
さ
ね
さ
し
相
模
の
小
野
」
（
記
、
弟
橘
姫
）
に
し
ろ
、
「
冬
こ
も
り

春
の
大
野
」
（
Ⅶ
．
一
三
三
六
）
、
「
武
蔵
野
」
（
伊
勢
物
語
、
一
二
段
）
「
春
日

野
」
（
古
今
集
！
、
一
七
）
な
ど
と
み
え
る
歌
に
し
ろ
、
野
の
美
し
さ
を
た
た
え

る
発
相
は
全
く
な
く
、
そ
れ
ら
は
場
所
を
提
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。
い
わ
ば
そ
の
行
事
の
行
な
わ
れ
る
場
所
を
示
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の

場
の
歌
と
し
て
の
機
能
を
果
し
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
オ
モ
シ
ロ
キ
野

と
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
い
く
ら
か
文
芸
化
の
意
図
を
み
せ
て
い
る
と
も
言
え

る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
野
の
美
し
さ
を
た
た
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
．
そ
こ
で

⑧

行
な
わ
れ
る
行
事
に
興
味
を
感
じ
た
も
の
と
み
る
の
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

、
、
、
、

山
越
え
て
海
渡
る
と
も
於
母
之
楼
枳
（
オ
モ
シ
ロ
キ
）
今
城
の
中
は
忘

ら
ゆ
ま
し
じ
（
斉
明
紀
四
年
）

と
み
え
る
オ
モ
シ
ロ
キ
も
、
「
今
城
の
中
」
に
か
か
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

「
今
城
谷
」
や
「
今
城
な
る
乎
武
例
」
が
岳
の
風
景
が
対
象
と
な
る
の
で
な

く
、
皇
孫
建
王
と
の
遊
楽
な
ど
の
印
象
を
オ
モ
シ
ロ
キ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
オ
モ
・
シ
ロ
シ
は
主
と
し
て
景
観
的
、
外
的
な
も

の
を
対
象
と
し
、
ア
ハ
レ
は
主
と
し
て
人
格
的
、
内
的
な
も
の
を
対
象
と
す

る
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
微
妙
な
相
違
が
あ
る
と
も
み
え
る
の
で
あ
る
が
、

五

３
塁
ｐ
ｑ
ｄ
ｑ
１
ｄ
ｑ
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概
し
て
い
え
ば
オ
モ
シ
ロ
シ
も
ま
た
、
ア
ハ
レ
と
同
様
に
作
者
に
と
っ
て
特

に
か
か
わ
り
の
深
い
ひ
と
つ
の
も
の
、
あ
る
い
は
興
味
あ
る
ひ
と
つ
の
事
柄

を
対
象
と
し
、
そ
の
場
の
全
体
を
大
き
く
と
ら
え
る
語
で
は
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
ア
ハ
レ
と
比
べ
れ
ば
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
ア
ナ

何
怜
」
と
あ
る
ア
ナ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
被
修
飾
語
が
す
べ
て
形
容
詞
で

⑨

、
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
ア
ハ
レ
と
訓
む
よ
り
も
オ
モ
シ
ロ
と
訓
む
方
が
適
当

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
オ
モ
シ
ロ
シ
と
い
う
場
合
、
山
に
し
ろ
、

野
に
し
ろ
、
月
に
し
ろ
、
そ
の
景
観
の
讃
美
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ

を
見
た
作
者
の
個
人
的
な
感
興
の
方
に
か
た
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
が
残
る
。
こ
の
「
痛
何
怜
布
当
の
原
」
が
「
讃
久
邇
新
京
歌
」
の

詞
章
と
し
て
、
当
然
国
ぽ
め
の
詞
章
で
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
個
人
的
な
ひ

と
つ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
か
と
み
え
る
ア
ハ
レ
や
オ
モ
シ
ロ
よ
り
ほ
か
に
、

そ
れ
が
あ
る
い
は
国
ぽ
め
に
か
か
わ
る
か
と
み
え
る
ウ
マ
シ
と
い
う
訓
に
つ

い
て
も
、
考
え
て
み
る
余
地
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

ｊ

〆

旬
毎
ひく

「
何
怜
」
の
訓
と
し
て
、
ア
ハ
レ
、
オ
モ
シ
ロ
シ
の
他
に
ウ
マ
シ
と
ハ
ャ

と
の
あ
る
こ
と
は
既
に
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
ハ
ャ
は
「
弱
草

の
吾
が
夫
何
怜
」
（
仁
賢
紀
六
年
九
月
訓
注
）
と
あ
る
も
の
で
、
い
ま
は
除
外
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ウ
マ
シ
は

大
和
に
は
群
山
あ
れ
ど
と
り
よ
る
ふ
天
の
香
具
山
登
り
立
ち

や

“
守
ら
“
■
品

国
見
を
す
れ
ば
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
海
原
は
か
ま
め
立
ち
立

、

っ
怜
何
（
ウ
マ
シ
）
国
そ
あ
き
づ
島
大
和
の
国
は
（
１
．
二
）

と
い
う
「
望
国
」
の
歌
に
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
文
「
怜
何
」

と
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
問
題
を
含
む
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
僻
案
抄
雨
一

以
後
諸
説
に
あ
る
と
お
り
「
何
怜
」
と
国
様
に
扱
い
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は

ま
た
「
可
怜
小
汀
〈
可
怜
、
此
を
ぱ
干
麻
師
（
ウ
マ
シ
）
と
云
ふ
〉
（
神
代
紀
、

下
）
と
あ
る
訓
注
に
よ
っ
て
、
ウ
マ
シ
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
が
正
し
い
で
あ

ろ
う
。そ

の
ウ
マ
シ
は
「
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
〈
可
美
、
此
を
ぱ
子
麻
時
（
ウ
マ
シ
）

と
云
ふ
〉
」
（
神
代
紀
）
と
あ
り
、

国
稚
く
浮
き
し
脂
の
如
く
し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
時
、
葦
牙

の
如
く
萠
え
あ
が
る
物
に
よ
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、
宇
摩
志
（
ウ
マ
シ
）

阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
。
（
記
上
）

と
も
み
え
る
よ
う
に
、
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ピ
ヒ
コ
ヂ
ノ
神
が
、
化
成
神
話
に
お

け
る
具
体
的
生
命
の
発
現
と
し
て
、
「
り
っ
ぱ
な
葦
の
芽
の
男
の
神
の
意
で
、

⑩

国
土
の
成
長
力
の
神
格
化
」
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
ウ
マ
シ
は
当
然
国
土
の

成
長
力
に
か
か
わ
る
と
み
え
る
。
「
望
国
」
の
歌
に
み
え
る
「
怜
何
」
が
ウ

マ
シ
と
訓
ま
れ
る
の
も
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

是
の
神
風
の
伊
勢
国
は
、
常
世
の
浪
の
重
浪
寄
す
る
国
な
り
。
傍
国
の

可
怜
（
ウ
マ
シ
）
国
な
り
。
（
垂
仁
紀
、
二
五
年
三
月
）

と
あ
る
「
可
怜
国
」
も
、
「
常
世
の
浪
の
重
浪
寄
す
る
国
」
と
し
て
、
や
は

り
ウ
マ
シ
国
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
味
師
（
ウ
マ
シ
）

内
宿
称
」
（
記
、
孝
元
）
に
み
え
る
ウ
マ
シ
が
、
大
和
国
有
智
郡
の
地
に
因
ん

、
上
Ｐ
９
１
〒
宜
靭

P

ノ、

J
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忍

だ
と
い
う
「
内
」
に
か
か
る
美
称
で
あ
る
こ
と
も
、
国
ぽ
め
の
詞
章
と
し
て

ウ
マ
シ
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
ｇ

ま
た
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
が
「
対
象
に
対
す
る
主
観
的
な
価
値
評
価
」
を

⑪

示
す
と
い
う
指
摘
は
、
当
然
こ
の
ウ
マ
シ
が
シ
ク
活
用
で
あ
る
こ
と
と
も
か

か
わ
り
、
ま
た
ア
ナ
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
た
形
容
詞
七
例
中
五
例
ま
で
も
が

シ
ク
活
用
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
こ
の
ウ
マ
シ
が
主
観
的
情
意
を
質
的
に

把
握
し
た
も
の
と
し
て
、
国
ぽ
め
の
詞
章
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
裏
付
け
る
。
あ
る
い
は
「
痛
何
怜
布
当
の
原
い
と
貴
大
宮
処
」
と
い

⑫

う
対
句
は
、
単
に
「
二
個
の
挿
入
文
を
も
っ
て
讃
歎
の
意
を
描
い
て
い
る
」

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
高
知
ら
す
布
当
の
宮
は
」
を
う
け
つ
つ
ア
ナ
ウ
マ

シ
と
い
う
述
体
的
な
表
現
を
も
っ
て
対
句
を
お
こ
し
、
「
い
と
貴
」
と
い
う

喚
体
的
な
表
現
に
よ
る
「
大
宮
処
」
を
も
つ
一
て
感
動
の
高
揚
を
み
せ
つ
つ
完

⑬
，

結
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
万
葉
も
末
の
福
麻
呂
に
古
語

ウ
マ
シ
が
は
た
し
て
本
来
の
意
味
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
か
ど
う
か
に
は
疑

、
、
、
‐
、
、

問
が
残
る
に
し
て
も
、
「
う
ま
し
き
世
に
」
（
竹
取
物
語
）
な
ど
と
推
移
し
て

ゆ
く
流
れ
の
中
に
、
何
や
ら
ゆ
か
り
あ
る
国
ぽ
め
の
言
葉
と
し
て
、
意
識
的

に
歌
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
？
そ
こ
に
お
い
て
「
う

尋
へ
し
こ
そ
」
は
聞
き
手
の
共
感
を
い
よ
い
よ
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
な

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
痛
何
怜
」
は
ア
ナ
ウ
マ
シ
と
訓
む
雫
へ
く
、

そ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
に
し
て
も
字
余
り
と
な
る
ア
ナ
オ
モ
シ
ロ
に
対
し
て

字
余
り
の
点
を
も
解
消
し
、
ま
た
そ
う
訓
ん
で
こ
そ
「
讃
久
邇
新
京
歌
」
の

詞
章
と
し
て
、
こ
の
歌
を
国
ぽ
め
歌
の
系
列
に
確
実
に
位
置
づ
け
つ
つ
、
国

「
痛
阿
怜
」
小
考

1

土
の
成
長
繁
栄
を
ね
が
う
意
味
を
明
確
に
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
幻
・
皿
・
鋤
）

①
沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
一
、
１
．
二
訓
釈
等
。

②
「
謡
」
に
つ
い
て
は
群
害
類
従
本
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
『
類
聚
名
義
抄
』
（
観

智
院
本
）
に
は
「
何
」
に
オ
モ
シ
ロ
シ
（
法
中
一
○
○
）
、
「
怜
」
に
ア
ハ
レ
フ
、

カ
ナ
シ
フ
、
オ
モ
シ
ロ
シ
，
（
法
中
八
七
）
と
あ
っ
て
、
オ
モ
シ
ロ
シ
と
い
う
訓
の

広
く
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
、
｜

③
柵
稿
「
万
葉
集
に
お
け
る
『
黄
葉
』
」
（
『
論
究
日
本
文
学
』
照
号
所
収
）
。

④
『
大
言
海
』
、
「
是
レ
ハ
、
上
天
初
晴
ノ
意
一
一
云
ヘ
レ
ド
、
付
会
ナ
リ
。
．
：
：
．
」

と
あ
る
。

⑤
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
。
「
ま
た
」
以
下
は
「
た
の
し
」
の
項
に
、

比
較
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑥
『
万
葉
集
』
二
、
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
５
）
Ⅶ
、
一
○
八
一
補
注
。

⑦
同
前
。

③
高
崎
正
秀
「
文
学
以
前
」
（
『
著
作
集
』
第
三
巻
）
四
○
三
頁
。
田
辺
幸
雄
『
万

葉
集
東
歌
』
一
三
九
頁
等
。

⑨
武
田
祐
吉
『
増
訂
万
葉
集
全
註
釈
』
六
、
Ⅵ
．
一
○
五
○
釈
。
、

⑩
『
古
事
記
祝
詞
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
１
）
、
頭
注
。

⑪
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
。
橋
本
四
郎
「
ク
活
用
形
容
詞
と
シ
ク
活
用

形
容
詞
」
（
『
女
子
大
国
文
』
５
号
所
収
）
。

⑫
武
田
〃
『
全
註
釈
《
』
、
Ⅵ
．
一
○
五
○
釈
。

⑬
形
容
詞
の
述
体
的
喚
体
的
な
構
成
に
つ
い
て
は
森
重
敏
『
日
本
文
法
通
論
』
第

三
章
一
‐
一
に
示
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
こ
と
は
阪
倉
篤
義
『
日
本
文
法
の
話
』

九
‐
四
に
、
判
断
文
に
使
わ
れ
る
場
合
と
表
出
文
に
使
わ
れ
る
場
合
の
相
違
と
し

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
ぼ
ん
だ
・
よ
し
な
が
明
石
短
大
助
教
授
）

４
〃
■
■
１
１
１
‐
刊
目
岨

七

’


