
一
一
一

わ
れ
わ
れ
は
先
に
創
作
歌
は
初
期
万
葉
の
天
皇
歌
か
ら
初
ま
る
と
す
る
沢

潟
久
孝
の
見
解
を
確
か
め
る
た
め
、
そ
の
前
提
で
あ
る
斉
明
・
天
智
・
天
武

作
と
沢
潟
が
推
定
す
る
作
品
を
題
詞
、
左
注
を
中
心
に
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
こ
れ
ら
の
作
品
を
天
皇
作
と
認
定
す
る
沢
潟
の
根
拠
に
不
安
定
な
も
の
が

あ
り
、
論
自
体
多
く
の
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
。

し
か
し
「
真
実
の
作
者
を
明
ら
か
に
し
な
い
伝
調
歌
に
先
立
た
れ
た
万
葉

初
期
の
作
品
は
、
斉
明
天
皇
に
至
っ
て
は
じ
め
て
名
実
相
適
っ
た
真
実
の
作

者
を
得
た
」
と
し
「
こ
れ
ら
の
天
皇
の
御
作
を
な
ほ
伝
謂
歌
乃
至
後
人
仮
託

の
作
と
な
す
は
時
代
を
わ
き
ま
へ
ぬ
論
で
あ
り
、
万
葉
初
期
の
歌
壇
は
、
こ

の
母
子
三
人
（
斉
明
・
天
智
・
天
武
）
の
天
皇
に
よ
っ
て
、
ま
ず
絢
燗
た
る
開

花
を
見
た
。
」
と
述
篭
へ
て
い
る
沢
潟
の
論
は
万
葉
の
中
か
ら
天
皇
歌
を
発
見

す
る
こ
と
と
共
に
、
母
子
三
人
の
天
皇
に
よ
っ
て
創
作
歌
が
生
み
出
さ
れ
、

万
葉
歌
人
が
誕
生
し
た
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
歌

の
作
者
が
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
沢
潟
が
あ
げ
た
歌
が
創
作
歌
で
あ
り
、
こ
の
期

か
ら
創
作
歌
が
作
ら
れ
た
か
否
か
の
問
題
は
残
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題

初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題

○
里
心
ｕ
■
四

I

見
解
こ
そ
Ｓ
の
初
め
に
述
、
へ
た
如
く
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
こ

れ
ら
三
人
の
天
皇
の
作
品
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
が
創
作
歌
で
あ
る
か
ど
う

か
を
検
討
し
た
い
・

母
子
三
人
の
天
皇
の
作
品
の
中
で
最
も
新
し
い
作
品
は
天
武
の
歌
で
あ
る
。

９
・
天
皇
、
蒲
生
野
に
遊
猟
し
た
ま
ふ
時
、
額
田
王
の
作
る
歌

む
ら
さ
き
の
し
め
の
の
も
り

④
あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る

（
巻
一
・
二
○
）

皇
太
子
の
答
へ
ま
し
し
御
歌
幽
和
塞
識
咋
琢
和
軒
認
塞
比
価
礼

む
ら
さ
き

⑧
，
紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ぱ
人
妻
ゆ
ゑ
に
わ
れ
恋
ひ
め
や
も

（
巻
一
・
一
二
）

紀
に
日
は
く
、
天
皇
七
年
丁
卯
、
夏
五
月
五
日
、
蒲
生
野
に
縦
猟
し

た
ま
ふ
。
時
に
大
皇
弟
、
諸
王
、
内
臣
と
群
臣
、
悉
皆
に
従
そ
と
い

へ
り
。

㈲
天
皇
の
御
製
歌

玖
翠
が
み
ね
ふ

④
み
吉
野
の
耳
我
の
砿
に
時
な
く
そ
雪
は
降
り
け
る
間
な
く
そ
雨
は
零

一
』
，
〆
）

、
く
き
毎

り
け
る
そ
の
雪
の
時
な
き
が
如
そ
の
雨
の
間
な
き
が
如
隈
も
お
ち
ず
思

ひ
つ
つ
ぞ
来
し
そ
の
山
道
を
（
巻
一
・
二
五
）

九

(二）

遠
藤

庄

治



或
る
本
の
歌

よ
し
の
桑
象
が

⑧
み
芳
野
の
耳
我
の
山
に
時
じ
く
そ
雪
は
降
る
と
ふ
間
な
く
そ
雨
は
降

る
と
ふ
そ
の
雪
の
時
じ
き
が
如
そ
の
雨
の
間
な
き
が
如
隈
も
お
ち
ず
思

ひ
つ
つ
ぞ
来
し
そ
の
山
道
を
（
巻
一
・
二
六
）

粕
右
句
々
相
換
れ
り
。
因
り
て
こ
こ
に
重
ね
て
載
す
。

匂
天
皇
吉
野
の
宮
に
幸
し
し
時
の
御
製
歌

典
き
人
の
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し
芳
野
よ
く
見
よ
よ
き
人
よ
く

見
，
（
巻
一
・
二
七
）

紀
に
日
は
く
、
八
年
巳
卯
の
五
月
庚
辰
の
朔
の
甲
申
、
吉
野
の
宮
に

幸
す
と
い
へ
り
。

㈲
天
皇
、
藤
原
夫
人
に
賜
ふ
御
歌
一
首

ら
ふ
ふ

④
わ
が
里
に
大
雪
降
れ
り
大
原
の
古
り
に
し
里
に
落
ら
ま
く
は
後

（
巻
二
・
一
○
三
）

・
藤
原
夫
人
、
和
へ
奉
る
歌
一
首

そ
こ

⑧
わ
が
岡
の
お
か
み
に
言
ひ
て
落
ら
し
め
し
雪
の
催
け
し
其
処
に
散
り

け
む
（
巻
二
・
一
○
四
）

右
に
あ
げ
た
歌
は
い
ず
れ
も
天
武
作
と
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
天
武

作
と
直
接
関
係
す
る
作
品
で
あ
る
。

藤
原
浜
成
が
撰
ん
だ
最
古
の
歌
学
書
『
歌
経
標
式
』
に
は
右
の
㈲
の
歌
を

「
雑
体
有
し
十
」
に
．
．
聚
蝶
、
毎
し
句
を
頭
用
二
同
事
類
ご
と
し
て
初
め

注
一

に
置
い
て
い
る
。
し
か
し
歌
経
標
式
は
同
時
に
「
歌
病
略
有
二
七
種
ご
と
し

て
お
か
し
て
は
な
ら
な
い
歌
の
病
い
を
七
つ
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
七
病
の

中
の
五
病
ま
で
㈲
の
歌
は
お
か
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
中
世
初
頭
の
藤
原

■

u

一
○

注
二

清
輔
の
『
奥
義
抄
」
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
戦
前
に
お
い
て
も
こ
の
歌

注
三

は
沢
潟
が
「
短
歌
に
こ
れ
だ
け
同
音
を
重
ね
た
も
の
は
他
に
例
が
少
な
い
。

し
か
も
そ
れ
で
ゐ
て
単
な
る
言
葉
の
遊
戯
に
堕
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
御
製

注
四

の
生
命
が
あ
る
。
」
と
述
べ
、
戦
後
に
お
い
て
は
、
田
辺
幸
雄
が
「
こ
の
思
い
．

切
っ
た
同
音
反
復
の
無
邪
気
な
技
巧
の
中
に
、
爽
凉
壮
快
の
気
が
み
な
ぎ
り
、

離
宮
附
近
の
新
鮮
な
緑
葉
と
碧
藍
の
流
れ
と
を
思
わ
す
も
の
が
あ
る
。
は
れ

ば
れ
し
た
心
を
か
げ
り
な
く
打
出
し
て
快
い
」
と
述
・
へ
て
い
る
。

右
に
歌
の
評
価
の
例
を
上
げ
た
の
は
わ
れ
わ
れ
が
歌
を
解
釈
し
、
批
評
し

よ
う
と
す
る
と
き
評
価
に
不
必
要
な
來
雑
物
を
媒
介
に
し
て
は
い
な
か
っ
た

か
否
か
を
問
題
と
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
歌
経
標
式
』
の
七
病
は
詩
病
の
模
倣
で
あ
り
歌
論
史
的
意
義
は
あ
ま
り

認
め
ら
れ
ま
い
。
け
れ
ど
も
自
か
ら
設
定
し
た
禁
制
を
お
か
し
な
が
ら
「
毎
し

句
有
し
吉
無
し
凶
。
磐
如
三
葉
蝶
聚
二
集
一
処
印
故
日
二
聚
蝶
《
為
し
吉
。
」
と
言
う

言
語
遊
戯
的
な
こ
じ
つ
け
で
「
雑
体
有
し
十
」
の
初
め
に
置
い
た
時
、
天
皇

作
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
云
う
固
定
観
念
や
、
こ
の
「
よ
き
人
の
よ
し
と
」
の

歌
が
天
皇
作
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
配
慮
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な

ぜ
な
ら
「
七
病
」
と
は
同
音
や
同
語
の
繰
り
返
し
に
対
す
る
禁
制
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
最
古
の
歌
学
書
で
あ
る
『
歌
経
標
式
」
に
述
ぺ
ら
れ
た

評
価
が
そ
の
後
の
評
価
を
ゆ
ボ
め
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
ま
い
・
意
識
・

無
意
識
を
間
は
ず
形
成
さ
れ
、
持
続
さ
れ
た
こ
の
天
皇
歌
観
が
戦
前
ば
か
り

か
戦
後
二
十
年
を
経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
を
不
当
に
呪
縛
し

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
天
武
の
こ
の
歌
を
沢
潟
や
田
辺
の
ご
と
く
評
価
す
る
こ
と
は

ll



出
来
な
い
・

田
辺
幸
雄
に
よ
れ
ば
こ
の
歌
は
吉
野
行
幸
の
時
、
天
武
が
草
壁
・
高
市
な

わ
れ
こ
の
ひ
い
ま
し
た
ち
う
け
ひ

ど
六
皇
子
に
「
朕
へ
今
日
汝
等
と
倶
に
庭
に
盟
し
て
、
千
歳
の
後
に
事
無
け

お
も

む
と
欲
ふ
は
い
か
に
」
と
言
い
六
皇
子
が
そ
れ
に
こ
た
え
て
盟
約
し
た
後
に

こ
の
歌
が
作
ら
れ
た
と
推
定
す
る
。

》
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
天
皇
の
歌
と
称
す
る
伝
調
歌
謡
を
丹
念
に
集
め
、
事

わ
ざ
う
た

件
を
予
兆
す
る
童
謡
ま
で
記
載
し
た
日
本
書
紀
が
、
・
皇
位
の
墓
奪
者
で
あ
る

天
武
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
、
盟
約
の
成
っ
た
歓
喜
の

歌
を
ど
う
し
て
伝
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
盟
約
が
な
っ
た
後
に
「
天
皇
、

わ
を
の
こ
た
ち
お
の
も
お
の
も
こ
と
は
ら

宣
り
た
ま
ひ
し
く
、
‐
『
朕
が
男
等
各
異
腹
に
し
て
生
る
。
然
れ
ど
も
今

は
ら
か
ら

い
つ
く
し

ゑ
そ
の
え
り
ひ
ら
出
む
た
り

一
一
母
同
産
の
如
く
慈
ま
む
」
と
宣
り
た
ま
ひ
て
、
襟
を
抜
き
て
そ
の
六
の

う
け

皇
子
を
抱
き
た
ま
ひ
、
因
り
て
盟
ひ
て
、
「
も
し
こ
の
盟
に
違
は
ば
、
忽
に

朕
が
亡
は
む
」
と
宣
り
た
ま
ひ
き
。
」
と
芝
居
が
か
っ
た
粉
飾
を
こ
ら
す
ほ

ど
で
あ
る
な
ら
ば
む
し
ろ
こ
の
天
武
の
歌
を
あ
げ
た
方
が
は
る
か
に
自
然
で

あ
っ
た
。
．

そ
れ
は
と
も
か
く
こ
の
歌
は
「
よ
し
」
の
語
の
活
用
形
を
八
度
く
り
返
し
、

九
回
「
よ
」
の
音
節
を
重
ね
て
い
る
。
同
語
・
同
音
の
こ
の
い
ち
ぢ
る
し
い

反
復
は
歌
の
声
楽
的
・
歌
謡
的
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
認
め
得
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
原
始
的
呪
術
の
言
語
的
な
部
分
が
同
一
語
の
強
調
、
繰
り
返
し

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
歌
謡
的
と
言
う
よ
り
も
呪
術
の
唱
え
ご
と
に
近
い

表
現
で
あ
り
、
、
き
わ
め
て
非
個
性
的
な
作
品
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

吉
野
は
記
紀
の
説
話
で
は
神
武
・
応
神
・
雄
略
天
皇
が
訪
れ
て
お
り
、
そ

し
て
斉
明
の
離
宮
が
こ
こ
に
作
ら
れ
、
天
武
は
こ
こ
か
ら
壬
申
の
乱
を
起
し

初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題

争
一
』
Ｐ
貴
国

一

I

て
近
江
朝
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
持
統
に
至
っ
て
は
行
幸
が
た
び
重
な
り
臣
下
か
ら

諫
め
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
．
、
「
よ
き
人
」
は
吉
野
の
国
見
を
し
た
神
武
や
応
神
で
も
あ

り
得
た
。
そ
し
て
題
詞
を
は
ず
し
て
考
え
れ
ば
こ
の
歌
は
吉
野
に
つ
な
が
る

多
数
の
人
間
を
作
者
に
予
想
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
・
伝
承
を
支
え

る
祭
式
か
ら
遊
離
し
た
伝
承
歌
謡
は
よ
り
記
憶
に
新
し
い
こ
と
が
ら
に
附
会

さ
れ
そ
こ
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
欲
求
を
常
に
持
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
も
天

武
の
創
作
と
言
う
よ
り
、
壬
申
の
乱
や
六
皇
子
の
吉
野
盟
約
と
言
う
歴
史
的

な
こ
と
が
ら
に
よ
っ
て
天
武
の
説
話
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
歌
と
も
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
「
歌
経
標
式
』
に
記
さ
れ
た
こ
の
歌
が
、

み
吉
野
を
（
よ
き
人
の
）
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
い
ひ
し
よ
き
人
吉
野

（
吉
野
よ
く
見
よ
）
よ
き
人
よ
く
見
〔
（
）
内
は
万
葉
〕

と
異
伝
を
生
じ
て
い
る
の
は
万
葉
か
ら
「
歌
経
標
式
」
の
間
に
生
れ
た
異

伝
と
言
う
よ
り
、
異
伝
の
あ
り
方
か
ら
伝
承
の
間
に
す
で
に
生
じ
て
い
た
別

伝
と
も
思
わ
れ
、
又
「
よ
き
人
の
よ
し
と
よ
く
見
て
」
と
言
う
内
容
は
六
皇

子
の
盟
約
よ
り
も
む
し
ろ
神
武
や
応
神
の
巡
幸
説
話
と
の
か
か
わ
り
を
予
想

さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
こ
の
歌
は
伝
承
的
性
格
を
強
く
と
ど
め
て
お
り
、
沢
潟

や
田
辺
の
ご
と
く
あ
る
特
定
個
人
の
体
験
や
歴
史
的
な
こ
と
が
ら
と
結
合
さ

せ
る
に
は
危
険
を
と
も
な
い
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

天
武
の
他
の
二
首
の
短
歌
も
ほ
ぼ
同
様
な
問
題
を
持
っ
て
い
る
。
㈲
の

⑧
、
㈲
の
⑧
は
共
に
問
答
の
歌
の
一
方
で
あ
り
、
㈲
に
つ
い
て
は
す
で
に
述

べ
た
如
く
、
「
人
妻
ゆ
ゑ
に
」
と
言
う
表
現
は
老
い
た
夫
が
己
れ
の
妻
に
蒲

〃

ゆ

缶



’

生
野
の
民
謡
を
利
用
し
て
答
え
、
遊
猟
に
参
加
し
た
人
々
に
笑
い
を
ふ
り
ま

。

。

○

い
て
い
る
宴
席
の
歌
で
あ
り
、
㈲
の
④
は
「
大
雪
」
・
「
大
原
」
、
「
降
れ
り
」
．

。

Ｏ
ふ

「
古
り
に
し
」
・
「
落
ら
ま
く
」
の
ご
と
く
同
語
や
同
音
を
利
用
し
、
し
か
も

「
大
原
の
古
り
に
し
里
に
落
ら
ま
く
は
後
」
と
言
う
表
現
に
は
多
分
に
戯
作

的
気
分
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
内
的
な
深
さ
よ
り
も
歌
謡
的
な
笑

い
が
中
心
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
㈲
の
長
歌
に
は
巻
十
三
に
類
歌
が
あ
り
、
沢
潟
を
初
め
と
す
る

幾
人
か
の
学
者
が
こ
れ
ら
の
歌
の
伝
承
関
係
を
語
り
又
改
作
歌
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
改
作
歌
で
あ
る
な
ら
ば
天
武
の
こ
の
作
品
は
ど
れ
だ
け
天

武
の
主
体
的
立
場
を
表
現
し
内
面
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
民
謡
と
し
て
の
普
遍
性
か
ら
は
な
れ
」
「
特
殊
の
歌
境
に
立
つ
作
者
の

個
性
が
十
分
に
示
さ
れ
」
「
古
歌
謡
に
新
た
な
生
命
を
吹
き
入
れ
た
」
と
す

注
六

る
沢
潟
の
一
評
価
、
あ
る
い
は
「
こ
の
沈
鯵
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
間
的
に
痛
手

を
負
う
た
も
の
の
悲
哀
と
苦
悩
の
象
徴
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
声
調
も
、

重
た
げ
な
一
歩
一
歩
の
足
ど
り
を
さ
え
ひ
び
か
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
」

「
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
そ
の
山
道
を
」
の
「
思
ひ
』
が
、
天
智
十
年
、
皇
太
子

の
位
を
去
り
吉
野
に
逃
れ
て
ゆ
く
と
き
の
心
中
を
さ
す
も
の
で
し
か
あ
り
え

注
七

ぬ
」
と
す
る
西
郷
信
綱
「
歴
史
的
危
機
に
直
面
し
た
作
者
の
憂
悶
が
こ
も
っ

性
八

て
い
る
」
と
す
る
土
橋
寛
な
ど
、
単
な
る
改
作
歌
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
こ

の
歌
が
天
武
の
体
験
と
直
接
つ
な
が
る
歌
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
歌
の
「
思
い
」
が
壬
申
の
乱
や
皇
太
子
の
位
を
去
り
吉
野
へ
下
る

時
の
思
い
と
は
別
に
恋
情
で
あ
る
と
す
る
見
解
や
山
の
面
白
さ
と
す
る
説
明

も
か
っ
て
は
存
在
し
た
。

4

年

作
品
の
表
現
が
「
そ
の
雨
の
間
な
き
が
如
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

そ
の
山
道
を
」
と
「
思
ひ
」
の
内
容
を
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
様

々
な
解
釈
が
成
立
す
る
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
。
沢
潟
・
西
郷
・
土
橋
の
論
は

こ
の
歌
を
壬
申
の
乱
の
天
武
と
結
合
し
た
時
に
の
み
可
能
と
な
る
。
そ
れ
な

ら
ば
壬
申
の
乱
の
記
述
が
あ
る
天
武
即
位
前
紀
の
中
に
こ
の
歌
を
置
い
て
見

る
が
よ
い
。

壬
申
の
乱
は
天
武
紀
の
中
で
は
最
も
説
話
性
が
強
く
、
時
に
は
神
が
か
り

か
ぶ
な
り
な

的
で
さ
え
あ
る
。
た
と
え
ば
戦
の
前
夜
に
は
「
雷
電
り
雨
ふ
る
こ
と
甚
、
す

う
け

く
に
か
糸
わ
れ
た
す
．

な
は
ち
天
皇
祈
ひ
て
、
『
天
っ
神
地
っ
祇
、
朕
を
扶
け
た
ま
は
ば
、
雷
と
雨

や

お
わ

と
息
ま
む
』
と
宣
り
た
ま
ひ
き
。
言
詑
り
て
、
す
な
は
ち
雷
と
雨
と
止
み

注
九

き
」
や
、
高
市
県
主
許
梅
に
事
代
主
の
神
、
生
霊
の
神
が
神
が
か
り
し
、
神

武
陵
に
馬
、
兵
器
を
奉
れ
ば
天
武
を
守
護
す
る
と
言
い
、
更
に
「
西
の
道
よ

う
べ
つ
つ
し

り
軍
衆
至
ら
む
と
す
宜
慎
め
」
と
言
っ
た
の
で
天
武
が
馬
や
武
器
な
ど
を
神

武
陵
に
祭
る
と
、
予
言
通
り
敵
将
の
壱
伎
史
韓
国
が
や
っ
て
来
た
。
そ
こ
で

「
時
人
、
「
二
つ
の
社
の
神
の
教
し
た
ま
へ
る
こ
と
は
ま
さ
に
是
れ
な
り
』

む
ら
や

は
ふ
り
つ

も
り

と
日
ひ
き
。
」
と
あ
り
「
ま
た
村
屋
の
神
、
祝
に
著
き
て
、
「
今
吾
が
社
の

シ
ご

中
の
道
よ
り
軍
衆
至
ら
む
と
す
。
故
、
社
の
中
の
道
を
塞
へ
よ
』
と
日
ひ
き
。

故
、
い
ま
だ
幾
日
を
経
ず
し
て
、
盧
井
造
鯨
が
軍
、
中
の
道
よ
り
至
り
き
・

さ
と

こ
と

注
一
○

時
人
、
『
す
な
は
ち
神
の
教
し
た
ま
へ
る
辞
は
是
れ
な
り
』
と
日
ひ
き
。
」
と

あ
る
。
時
人
と
は
単
に
そ
の
時
の
人
と
言
う
意
味
で
は
な
い
。
伝
調
の
荷
担

者
で
あ
る
神
人
た
ち
で
あ
る
。
壬
申
の
乱
の
生
み
出
し
た
混
乱
は
時
人
な
ど

の
活
躍
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
場
を
提
供
し
た
が
天
武
即
位
前
紀
の
説
話

的
部
分
は
こ
う
し
た
時
人
の
伝
承
を
吸
収
し
て
初
め
て
成
立
し
得
た
と
思
わ

I



叫
る
。
そ
の
時
人
の
活
躍
を
背
後
に
置
い
て
天
武
の
歌
を
見
る
時
こ
の
天
武

の
歌
も
時
人
の
息
が
か
か
っ
て
は
い
な
い
か
と
言
う
疑
念
が
生
れ
て
来
る
の

で
あ
る
。

天
武
の
歌
の
類
歌
は
、

承
か
ね
た
け

。
み
吉
野
の
御
金
の
獄
に
間
無
く
ぞ
雨
は
降
る
と
ふ
時
じ
く
そ
雪
は
降

る
と
ふ
そ
の
雨
の
間
無
き
が
如
そ
の
雪
の
時
じ
き
が
如
間
も
お
ち
ず
わ

た
だ
か

れ
は
そ
恋
ふ
る
妹
が
正
香
に

．
（
反
歌
略
）
（
巻
十
三
・
三
二
九
三
）

．
お
は
り
だ
あ
ゆ
ぢ

⑪
小
治
田
の
年
魚
道
の
水
を
間
無
く
そ
人
は
汲
む
と
ふ
時
じ
く
そ
人
は

わ
ぎ
も
こ

飲
む
と
ふ
汲
む
人
の
間
無
き
が
如
飲
む
人
の
時
じ
き
が
如
吾
妹
子
に
わ

が
恋
ふ
ら
く
は
止
む
時
も
な
し

（
反
歌
略
）
（
巻
十
三
・
三
二
六
○
）

天
武
歌
⑧
と
こ
こ
に
あ
げ
た
ｃ
と
の
ち
が
い
は
、
⑧
の
「
耳
我
の
山
」
が

。
で
は
「
御
金
の
嶽
」
と
な
り
⑧
の
次
の
部
分
は
「
時
じ
く
そ
雪
は
降
る
と

ふ
間
な
く
そ
雨
は
降
る
と
ふ
そ
の
雪
の
時
じ
き
が
如
そ
の
雨
の
間
な
き
が

如
」
で
あ
る
か
ら
句
が
入
れ
変
っ
た
だ
け
の
ち
が
い
で
あ
り
、
そ
の
後
の

「
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
そ
来
し
そ
の
山
道
を
」
の
部
分
は
ｃ
で
は
そ
の
思

い
の
内
容
が
「
恋
ふ
る
妹
が
正
香
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
武
歌
は
内
容
を

明
示
せ
ず
、
‐
思
っ
て
い
る
場
所
に
置
き
変
え
て
い
る
だ
け
の
ち
が
い
で
あ
る
。

そ
し
て
⑥
、
⑪
二
首
の
相
聞
歌
と
天
武
歌
は

「
間
無
く
ぞ
雨
は
降
る
と
ふ
」

「
時
じ
く
そ
雪
は
降
る
と
ふ
」

「
そ
の
雨
の
間
無
き
が
如
」
‐

初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題

一
Ｊ

「
そ
の
雪
の
時
じ
き
が
如
」

と
言
っ
た
対
偶
表
現
や
繰
り
返
し
が
中
心
を
占
め
て
お
り
、
天
武
歌
を
例
に

と
る
な
ら
ば
初
め
か
ら
一
○
句
目
ま
で
は
「
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

そ
の
山
道
を
」
の
序
で
あ
っ
て
作
品
の
杼
情
は
最
後
の
三
句
に
集
約
的
に
表

①

現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
の
構
成
は
記
紀
歌
諦
的
で
あ
る
と

言
え
る
。

注
一
一

た
と
え
ば
古
事
記
雄
略
の
歌

く
さ
か
べ
こ
ち

た
た
ぷ
こ
も
へ
ぐ
り

こ
ち
ご
ち

か
ひ

「
日
下
部
の
此
方
の
山
と
畳
薦
平
群
の
山
の
此
方
此
方
の
山
の
峡
に
立
ち

ざ
か
、
ば
び
ろ
く
ま
か
し
も
と

お
す
ゑ
し
承
だ
け
お

栄
ゆ
る
葉
広
能
白
檮
本
に
は
い
組
竹
生
ひ
末
へ
に
は
た
繁
竹
生
ひ
」
「
い
組

し
』
糸
だ
け
た
し
ゐ
ね

竹
い
組
み
は
寝
ず
た
繁
竹
碓
に
は
率
寝
ず
後
も
組
み
寝
む
そ
の
思
ひ
妻
あ
は

れ
」
（
記
・
九
一
）

右
の
歌
に
お
い
て
も
初
め
の
十
二
句
が
序
詞
で
あ
り
後
の
六
句
が
本
旨
と

な
っ
て
お
り
、
更
に
対
偶
表
現
が
中
心
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
点
も
天
武

歌
と
の
様
式
上
の
類
似
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
表
現
様
式
は
万

葉
で
は
初
期
万
葉
に
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
人
麿
以
後
は
急
速
に
姿
を
変
え
て

行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
対
偶
、
繰
り
返
し
表
現
と
序
詞
の
問
題
は
と
も
に
こ

の
四
つ
の
歌
の
歌
謡
的
要
素
を
物
語
っ
て
い
る
。

沢
潟
は
こ
れ
ら
の
歌
の
成
立
の
順
序
を
、

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⑧
ｌ
‐
↓
⑧
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
．

、
・
・
・
・
・
・
・
…
…
・
・
…
：
・
・
…
．
．
“
ゞ
・
・
・
・
…
‐
⑥

と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
推
定
は
天
武
歌
と
全
く
類
似
す
る
⑥
を
天
武
の
模

倣
作
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
武
歌
の
独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
役
立

っ
て
も
、
歌
謡
と
し
て
の
伝
承
関
係
の
成
立
を
考
え
る
な
ら
ば
か
な
り
不
自

曲げ



一

然
に
思
わ
れ
る
。
歌
謡
の
伝
承
関
係
の
成
立
は
そ
の
作
品
が
広
く
口
語
さ
れ

る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
巻
十
三
は
当
時
広
く
愛
謂
さ
れ
た

長
歌
を
集
め
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
巻
十
三
内
で
の
ｃ
↓
⑪
．
⑪
↓
ｃ
の
伝

承
関
係
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
も
し
天
武
の
歌
④
．
⑧
を
沢
潟
の
ご
と
く
天

武
の
個
人
的
体
験
に
よ
っ
て
当
時
の
歌
謡
を
改
作
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
時

に
は
そ
う
し
た
個
人
的
な
作
品
が
口
諦
伝
承
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

従
っ
て
天
武
の
歌
か
ら
ｃ
の
歌
が
生
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
巻

十
三
の
。
・
Ｄ
か
ら
天
武
の
④
．
⑧
が
生
れ
た
と
考
え
た
方
が
沢
潟
の
論
自

体
、
筋
が
通
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
万
葉
が
⑧
．
⑧
の
二
首
の
う
ち
④
を
御
製
と
し
⑧
を
或
る
本
の

歌
と
位
置
づ
け
、
沢
潟
・
西
郷
・
土
橋
が
こ
れ
を
是
認
し
た
根
拠
は
ど
こ
に

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
旨
で
あ
る
「
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
そ

の
山
道
を
」
は
全
く
⑧
。
⑧
と
む
同
一
の
表
現
で
あ
る
か
ら
⑧
を
天
武
作
と

し
⑧
を
そ
の
異
伝
と
す
る
理
由
は
序
の
部
分
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
序
に

お
い
て
も
「
み
吉
野
の
耳
我
の
」
と
終
り
の
「
が
如
そ
の
雨
の
間
な
き
が
如
』

は
⑧
．
⑧
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
間
が
問
題
と
な
る
。

Ｃ
ｏ
Ｃ

ｏ
Ｏ

ふ
０
０

脚
嶺
に
時
な
く
そ
雪
は
降
り
け
り
間
な
く
そ
雨
は
零
り
け
る
そ
の
雪
の

○
○
七

時
な
き
．
…
：

○
○
．

Ｃ
Ｏ

Ｃ
Ｏ

⑧
山
に
時
じ
く
そ
雪
は
降
る
と
ふ
間
な
く
そ
雨
は
降
る
と
ふ
そ
の
雪
の

。
○

時
じ
き
…
…

⑧
．
⑧
の
異
な
る
個
所
は
五
カ
所
あ
る
が
そ
の
中
、
嶺
・
山
な
く
・
じ
く
、

な
き
・
じ
き
、
の
ち
が
い
は
一
方
を
異
伝
と
決
定
す
る
き
め
て
に
は
な
り
得

な
い
。
天
武
の
主
体
的
な
も
の
が
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

釘

心

一
四

Ａ
を
天
武
作
と
し
⑧
を
そ
の
異
伝
と
決
定
し
た
要
因
は
「
け
る
」
と
「
と

ロ
ト
プ

ヮ
ｒ
う

ふ
」
の
ち
が
い
に
あ
っ
た
。
「
と
ふ
」
は
「
雪
者
落
等
言
」
「
雨
者
落
等
言
」

と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
武
田
祐
吉
の
「
全
註
訳
』
な
ど
は
こ
こ
を
「
降
る
と

い
ふ
」
と
読
ん
で
い
る
。
「
と
ふ
」
は
直
接
的
体
験
を
あ
ら
わ
す
表
現
で
は

な
い
ｂ
万
葉
に
お
い
て
も
大
方
は
天
武
が
作
者
で
あ
る
な
ら
ば
「
と
ふ
」
と

言
う
間
接
的
な
表
現
を
体
験
者
で
あ
る
天
武
が
と
る
は
ず
は
な
い
と
し
て
間

を
御
製
に
え
ら
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
何
故
万
葉
が
⑧
を
も
「
或

る
本
の
歌
」
と
し
て
記
し
た
の
か
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。

歌
は
歌
わ
れ
る
だ
け
で
は
万
葉
に
記
載
さ
れ
な
い
。
歌
わ
れ
た
こ
と
と
記

載
さ
れ
る
こ
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
代
に
お
い
て
歌
謡
は

歌
う
集
団
と
定
期
的
な
歌
の
場
を
保
障
す
る
祭
式
な
し
に
は
伝
承
さ
れ
な
か

っ
た
。
改
作
歌
と
て
も
文
字
に
よ
る
改
作
で
は
な
い
。
口
調
の
公
的
な
場
を

持
つ
こ
と
に
よ
っ
、
て
の
み
記
録
さ
れ
万
葉
に
記
載
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
の

で
あ
る
。
も
し
天
武
が
あ
る
席
に
お
い
て
こ
れ
を
口
調
し
、
そ
の
時
そ
の
ま

ま
記
録
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
⑧
．
⑧
両
様
の
歌
を
天
武
が
歌
っ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
異
伝
が
生
れ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
の
で

あ
る
。
あ
と
は
記
録
や
転
写
の
技
術
的
問
題
が
残
る
が
、
「
け
る
」
の
表
記

ケ
ル
ケ
ル
ト
フ

は
「
家
留
」
・
「
計
類
」
で
あ
り
、
「
と
ふ
」
は
「
等
言
」
で
あ
っ
て
誤
記
さ

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

異
伝
の
問
題
は
天
武
を
作
者
と
想
定
ず
る
か
ぎ
り
ど
一
」
ま
で
も
解
決
出
来

な
い
問
題
を
残
す
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
天
武
作
と
は
思
わ
れ
な
い
。
異
伝
は
こ
の
歌
が
広
く
口
調
伝
承

さ
れ
た
証
明
で
あ
り
、
も
し
天
武
作
で
あ
る
な
ら
ば
壬
申
の
乱
と
か
か
わ
り

《



を
持
つ
こ
の
歌
が
日
本
書
紀
に
記
載
さ
れ
な
い
は
ず
わ
な
い
・
む
し
ろ
壬
申

の
乱
の
説
話
的
な
部
分
を
担
い
天
武
説
話
を
形
成
し
た
神
人
や
時
人
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

地
名
は
伝
承
者
集
団
の
標
示
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
、
天
武
歌
の
「
耳
我

の
嶺
」
は
「
大
和
志
」
に
よ
れ
ば
「
在
二
窪
垣
内
村
上
方
一
」
と
さ
れ
窪
垣
内

く
ず

は
国
楪
村
の
う
ち
に
あ
り
、
「
天
武
天
皇
、
東
宮
を
退
き
、
追
は
れ
て
こ
こ

に
か
く
れ
、
村
人
舟
を
ふ
せ
て
皇
子
を
救
っ
た
が
即
位
後
年
食
朝
廷
に
参
候

し
、
後
こ
こ
に
社
を
立
て
て
春
の
祭
り
に
国
模
舞
を
舞
ふ
・
」
と
云
う
口
碑

が
あ
る
。

国
楪
の
歌
は
記
で
は
仁
徳
記
に
、
紀
で
は
応
神
の
条
に
出
て
お
り
、
当
時

の
民
間
の
芸
能
集
団
と
し
て
は
も
っ
と
も
良
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

く
ず
く
ず
ど
も

思
わ
れ
る
。
伝
説
に
残
る
国
楪
舞
は
古
事
記
の
歌
に
「
こ
の
歌
は
、
国
主
等

お
ほ
に
へ
な
が

大
贄
を
献
る
時
有
恒
に
今
に
至
る
ま
で
詠
む
る
歌
な
り
」
と
述
、
へ
ら
れ
た

歌
に
伴
う
舞
と
思
わ
れ
、
「
延
喜
式
」
「
宮
内
式
」
に
も
「
凡
ソ
諸
ノ
節
会

ク
ズ

｜
ス
吉
野
の
国
栖
、
御
贄
ヲ
献
ジ
、
歌
笛
ヲ
奏
ス
・
毎
節
二
十
七
人
ヲ
定
メ

ト
為
ス
」
と
あ
り
．
「
践
昨
大
嘗
会
祭
式
」
、
「
太
政
官
式
」
に
も
国
楪
が
古
風

を
奏
す
る
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
民
間
に
あ
り
な
が
ら
半
ば
は
大
和
宮
廷
直

属
の
芸
能
集
団
と
し
て
の
性
格
も
も
っ
て
い
た
・
の
で
あ
る
。

「
耳
我
の
嶺
」
が
宮
廷
と
直
結
す
る
芸
能
集
団
の
国
楪
に
あ
っ
た
こ
と
は

天
武
歌
と
国
楪
と
の
関
係
を
語
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
国
楪

の
芸
能
集
団
は
壬
申
の
乱
に
お
け
る
天
武
を
説
話
と
し
て
担
い
、
芸
能
化
す

る
能
力
も
、
改
作
の
能
力
も
主
体
的
な
条
件
と
し
て
所
有
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
彼
ら
自
身
壬
申
の
乱
に
お
け
る
天
武
の
説
話
を
伝
講
し
て
い
た
の
で
あ

初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題

マ
（
》
○
廷
ｌ

Ｏ
ｏ
Ｏ

Ｏ
ｏ

⑧
時
な
く
そ
雪
は
降
り
け
る

。
、
○
勺

○
○

⑧
、
時
じ
く
そ
雪
は
降
る
と
ふ

｝
Ｏ
Ｏ
ｏ

ｏ
ｏ

ｃ
時
じ
く
そ
雪
は
降
る
と
ふ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

ｃ
Ｏ

⑪
時
じ
く
そ
人
は
飲
む
と
ふ

天
武
④
．
⑧
の
二
首
と
巻
十
三
相
聞
の
⑥
．
⑪
を
く
ら
、
へ
る
時
、
沢
潟
の

ご
と
く
、
④
は
⑪
の
改
作
歌
で
あ
り
、
＠
は
⑧
の
異
伝
、
⑧
の
改
作
歌
だ
と
判

断
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
、
む
し
ろ
⑩
。
ｃ
の
国
模
に
よ
る
改
作
歌
が
⑧
で
あ

り
、
⑧
は
む
し
ろ
⑬
を
も
と
と
し
て
天
武
自
体
の
作
に
ふ
さ
わ
し
く
「
と

ふ
」
を
「
け
る
」
に
改
め
た
も
の
と
す
等
へ
き
で
あ
る
。
伝
承
関
係
は
⑪
．
。

↓
⑧
↓
⑧
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
・
歌
は
説
話
ど
の
関
係
で
変
化
し
、
説
話

に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
歌
に
天
武
の
個

性
が
感
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
天
武
の
個
人
的
な
心
情
の
表
現
で
あ

る
創
作
歌
だ
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
天
武
が
多
分
に
具
体
的
、
歴
史
的
存
在

に
説
話
の
中
で
も
近
づ
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

母
子
三
人
の
天
皇
の
中
で
最
も
新
し
く
最
も
問
題
が
少
な
い
と
思
わ
れ
た

天
武
歌
は
不
必
要
な
媒
体
を
と
り
去
っ
た
時
、
い
ず
れ
も
個
人
的
体
験
に
も

と
づ
く
天
武
自
か
ら
の
内
面
を
歌
う
創
作
歌
は
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
あ
る
の
は
歌
謡
で
あ
り
、
伝
承
歌
で
あ
る
。

注
一
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻
：
六
頁

注
二
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻
二
三
○
頁

注
三
沢
潟
久
孝
・
『
万
葉
集
序
説
』
（
楽
浪
書
院
・
昭
和
一
六
年
出
版
）
九
六
頁

注
四
田
辺
幸
雄
『
初
期
万
葉
の
世
界
』
（
塙
書
房
・
昭
和
三
二
年
出
版
）
三
三
三
頁

一
五

ウ



四

次
に
天
智
の
作
を
見
て
お
こ
う
。
し
か
し
沢
潟
が
天
智
作
と
す
る
す
べ
て

の
作
品
を
く
わ
し
く
と
り
あ
げ
る
つ
も
り
は
な
い
・

か
が
単
の
お
ほ
き
ぷ

天
皇
、
鏡
王
女
に
賜
ふ
御
歌
一
首

い
も

や
ま
と
ね

⑧
妹
が
家
も
継
ぎ
て
見
ま
し
を
大
和
な
る
大
島
の
嶺
に
家
も
あ
ら
ま
し

を
、
手
唾
云
一
睡
華
郵
勘
舜
勵
凌
識
菫
吹
詮
見

鏡
王
女
、
和
へ
奉
る
御
歌
一
首

こ
し
た
か
く
ゆ
く

ま
承
お
も

⑧
秋
山
の
樹
の
下
隠
り
逝
く
水
の
わ
れ
こ
そ
益
さ
め
御
思
ひ
よ
り
は

④
の
天
智
の
歌
は
対
詠
で
あ
り
、
二
句
切
れ
で
、
し
か
も
「
見
ま
し
を
」

「
あ
ら
ま
し
を
」
．
と
二
・
五
句
が
同
様
な
表
現
で
終
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
歌

謡
的
性
格
が
強
く
、
又
二
つ
の
異
伝
の
存
在
か
ら
も
伝
承
歌
謡
で
あ
っ
た
あ

と
を
う
か
が
い
得
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
沢
潟
が
天
智
作
と
す
る
「
額
田
王
の
近
江
国
に
下
り
し
時
作

る
歌
」
は
斉
明
と
額
田
王
の
関
係
に
も
つ
な
が
る
の
で
稿
を
改
め
て
考
え
た

注
五
日
本
古
典
全
書
『
日
本
書
紀
六
』
（
朝
日
新
聞
社
）
七
九
頁

注
六
沢
潟
久
孝
『
万
葉
歌
人
の
誕
生
』
五
四
頁

注
七
西
郷
信
綱
『
万
葉
私
記
』
一
四
二
頁
（

注
八
土
橋
寛
『
万
葉
集
ｌ
作
品
と
批
評
』
二
八
頁

注
九
日
本
古
典
全
書
『
日
本
書
紀
六
』
二
三
頁

注
一
○
前
掲
書
一
三
ハ
頁
．
、

注
二
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
九
二
頁

注
一
二
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
延
喜
式
後
篇
（
吉
川
弘
文
館
）
七
五
五
頁

こ
こ
で
は
天
智
の
代
表
作
と
認
め
ら
れ
る
三
山
歌
の
長
歌
だ
け
を
と
り
あ

げ
よ
う
。
・

椛
渥
確
駈
虹
轤
咋
底
豆
籔
知
の
三
山
の
歌

か
ぐ
‐
う
ぬ
び
お
お
承
承
な
し
あ
ひ
か

④
香
具
山
は
畝
火
雄
々
し
と
耳
梨
と
相
あ
ら
そ
ひ
き
神
代
よ
り
斯
く
に

い
に
し
へ
し
か
‘
つ
ま

あ
る
ら
し
古
昔
も
然
に
あ
れ
こ
そ
う
つ
せ
み
も
蠕
を
あ
ら
そ
ふ
ら
し
き

（
巻
一
・
一
三
）

反
歌
こ
い
な
ぶ
く
に

⑧
香
具
山
と
耳
梨
山
と
あ
ひ
し
時
立
ち
て
見
に
来
し
印
南
国
原

（
巻
一
・
一
四
）

と
よ
は
た

こ
よ
ひ

。
わ
た
つ
み
の
豊
旗
雲
に
入
日
見
し
今
夜
の
月
夜
さ
や
に
照
り
こ
そ

（
巻
一
・
一
五
）

か
む
が

右
一
首
の
歌
、
今
案
ふ
る
に
反
歌
に
似
ず
。
た
だ
し
、
旧
本
此
の
歌

の

を
以
ち
て
反
歌
に
載
す
。
故
に
今
な
ほ
此
の
次
に
載
す
。
ま
た
紀
に

日
は
く
、
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
の
先
の
四
年
乙
巳
に
天
皇
を
立
て

て
皇
太
子
と
な
す
と
い
へ
り
。

こ
の
歌
の
題
詞
の
問
題
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
述

べ
よ
う
。
題
詞
で
は
「
三
山
歌
」
で
あ
っ
て
、
天
皇
の
作
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
大
御
歌
」
「
御
製
歌
」
で
あ
り
、
皇
太
子
で
あ
る
な
ら
ば
「
御
歌
」
と
す

る
通
常
の
書
式
か
ら
す
れ
ば
異
例
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
当
然
「
三
山
御
製

歌
」
又
は
「
三
山
御
歌
」
と
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
人
間
の
死
に
お
い
て
さ
え
も
身
分
に
よ
っ
て
崩
・
莞
・
卒
・
死
な

ど
と
書
き
わ
け
る
万
葉
期
に
お
い
て
天
皇
や
皇
太
子
の
作
品
の
敬
語
表
現
を

”

／

一
一
ハ

⑧



誤
っ
て
脱
落
さ
せ
た
な
ど
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
次
は
直
ち
に
、
「
近
江
大
津
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
天
皇
の

代
琢
誌
銅
剥
雲
罎
感
性
と
言
う
天
智
の
代
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
歌
は
天
智
即
位
直
前
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
斉
明

が
死
ん
だ
六
六
一
年
七
月
か
ら
六
六
八
年
正
月
天
智
即
位
ま
で
の
間
、
皇
位

は
六
年
半
に
わ
た
っ
て
空
位
で
あ
り
、
そ
の
期
間
は
天
智
が
皇
太
子
の
ま
ま

中
大
兄
と
し
て
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
配
列
か
ら
考
え
る
な
ら
ば

こ
の
空
位
の
中
大
兄
皇
太
子
支
配
の
期
間
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
敬

語
を
誤
っ
て
脱
落
さ
せ
た
と
見
る
よ
り
、
こ
の
空
位
の
期
間
は
天
皇
と
同
義

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
中
大
兄
が
即
位
す
る
前
の
空
白
期
で
あ
る
こ
と
を
表

示
す
る
た
め
に
、
「
中
大
兄
麺
虹
轤
味
医
和
野
知
」
と
記
し
た
の
で
あ
り
、
「
三

山
歌
」
は
次
の
行
の
題
詞
で
あ
っ
た
も
の
が
後
に
同
じ
行
に
入
っ
た
と
考
え

る
今
へ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
歌
は
、
「
中
大
兄
」
が
「
近
江
宮
に
天

の
下
知
ら
し
め
し
し
」
時
に
成
立
し
た
か
、
あ
る
い
は
採
集
さ
れ
た
「
三
山

歌
」
と
理
解
出
来
る
。
天
皇
歌
や
皇
太
子
の
歌
に
敬
語
が
脱
落
す
る
例
は
他

に
は
な
い
が
、
作
者
名
を
記
さ
な
い
例
は
同
じ
巻
一
に
も
「
藤
原
宮
之
役
民

作
歌
」
「
藤
原
宮
御
井
歌
」
「
従
二
藤
原
京
一
遷
一
一
子
寧
楽
宮
一
時
歌
」
な
ど
が
他

に
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
・
・

こ
の
歌
を
中
大
兄
（
天
智
）
の
歌
と
し
、
弟
の
大
海
人
（
天
武
）
と
額
田
王

を
争
っ
た
時
の
歌
と
す
る
見
解
は
臆
測
で
し
か
な
い
。
こ
の
歌
を
右
の
関
係

と
す
る
諸
説
の
論
者
達
は
、
蒲
生
野
の
歌
を
も
三
角
関
係
か
ら
生
れ
た
と
す

る
。
も
し
諸
説
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
次
の
様
な
関
係
と
な
る
。

初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題

｜
ｌ
｜
天
武
・
天
皇
一

話
を
ま
と
め
る
と
額
田
王
は
天
武
に
、
姉
の
鏡
王
女
は
天
智
に
と
つ
ぎ
、

や
が
て
額
田
王
は
天
武
の
子
で
あ
る
十
市
皇
女
を
生
ん
だ
が
、
（
日
本
書
紀
）

天
智
の
希
望
で
、
そ
の
十
市
皇
女
の
婿
で
あ
る
弘
文
の
父
天
智
の
も
と
に
行

き
、
（
三
川
歌
）
あ
き
ら
め
切
れ
な
い
天
武
は
定
例
の
遊
猟
の
時
に
額
田
王

に
さ
そ
い
を
か
け
た
。
（
蒲
生
野
の
歌
）
や
が
て
天
智
が
死
ん
で
壬
申
の
乱
と

な
り
、
天
智
の
子
弘
文
（
十
市
皇
女
の
婿
）
は
か
っ
て
の
夫
、
天
武
に
よ
っ
て

滅
ぼ
さ
れ
、
額
田
王
は
再
び
天
武
の
許
に
帰
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
歌
を
仮
り
に
近
江
遷
都
の
前
年
と
し
額
田
王
の
「
秋
の
野
の

み
草
刈
り
ふ
き
宿
れ
り
宇
治
の
都
の
仮
庵
思
ほ
ゆ
」
の
歌
が
初
め
て
あ
ら
わ

れ
る
大
化
四
年
の
額
田
王
の
年
齢
を
二
十
歳
と
す
る
と
す
で
に
こ
の
三
山
歌

の
時
の
年
齢
は
三
七
歳
と
な
る
。
そ
し
て
天
智
も
す
で
に
四
十
歳
を
越
え
て

い
た
と
思
わ
れ
、
後
宮
に
多
く
の
妃
を
か
か
え
た
天
智
が
す
で
に
老
い
つ
つ

あ
る
女
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
り
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
し
て
や
そ
の
後

で
あ
る
天
智
七
年
に
天
武
が
額
田
王
を
め
ぐ
っ
て
天
智
と
争
っ
た
と
す
る
蒲

生
野
の
歌
の
解
は
ど
う
考
え
て
も
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ

斉
明
の
朝
鮮
出
兵
が
、
神
功
皇
后
伝
説
と
な
っ
て
過
去
に
投
影
し
、
壬
申
の

一
七

斉
明
天
皇

笥
明
天
皇

｣#
鏡
王
Ｉ

｜
ｌ
詞
剰
副
到
。

ｌ
鏡
王
女

藤
原
鎌
足

’
’
１

皇
二
ｌ
弘

’

十

市
皇
女

文
天
皇

ｌ
葛
野
王



乱
が
神
武
伝
説
の
形
成
を
う
な
が
し
た
事
と
同
じ
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
が
三

山
歌
や
蒲
生
野
の
歌
に
対
す
る
説
話
の
形
成
を
う
な
が
し
た
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。も

し
こ
の
歌
が
諸
説
に
あ
る
ご
と
く
「
う
っ
せ
み
も
嬬
を
あ
ら
そ
ふ
ら
し

き
」
と
言
う
長
歌
の
末
尾
が
天
智
の
額
田
王
に
対
す
る
個
人
的
な
愛
情
の
表

現
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
歌
は
す
み
や
か
に
相
聞
に
収
め
ら
れ
る

べ
き
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
歌
が
雑
歌
に
入
っ
て
い
る

の
は
蒲
生
野
の
歌
と
同
じ
く
、
そ
う
し
た
個
人
の
恋
情
の
表
現
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

注
一

斎
藤
茂
吉
は
こ
の
歌
を
「
蒼
古
峻
厳
」
と
評
し
、
西
郷
信
綱
は
「
ど
の
こ

と
ば
も
物
質
に
な
り
き
っ
て
お
り
、
や
わ
い
粘
土
で
は
な
く
固
い
石
で
刻
ま

注
こ

れ
た
と
い
う
印
象
を
あ
た
え
る
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
峻
厳
さ
と
石
の
様

な
表
現
は
他
の
相
間
歌
に
は
求
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
神
代

の
三
山
妻
あ
ら
そ
い
の
説
話
か
ら
「
神
代
よ
り
斯
く
に
あ
る
ら
し
古
昔
も
然

に
あ
れ
こ
そ
う
つ
せ
み
も
」
と
対
句
に
よ
っ
て
「
神
代
」
と
「
昔
」
を
同
じ

も
の
と
見
な
し
急
転
し
て
「
う
っ
せ
み
」
の
妻
争
い
に
及
ぶ
こ
の
単
純
・
明

快
さ
も
、
後
の
長
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
切
の
細

部
や
技
巧
を
捨
て
て
単
純
・
明
快
に
神
代
か
ら
現
世
に
思
考
を
直
下
さ
せ
る

飛
躍
は
万
葉
に
求
め
る
な
ら
ば
相
間
歌
よ
り
も
ご
く
少
数
の
初
期
万
葉
の
雑

歌
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
箭
明
の
国
見
の
歌
は

む
ら
や
ま
あ
左

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

く
に
は
ら
け
ぶ
り

う
な
は
ら
か
も
め
あ
き
づ
し
ま

ぱ
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
海
原
は
鴎
立
ち
立
つ
う
ま
し
国
そ
蜻
蛉
島
大
和
の

一
八

国
は
（
巻
一
・
二
）

「
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
海
原
は
鴎
立
ち
立
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
う
ま
し
国

そ
」
と
云
う
結
論
に
直
ち
に
導
か
れ
る
の
で
あ
り
、
「
天
皇
宇
智
の
野
に
遊

猟
し
た
ま
ふ
時
、
中
皇
命
の
間
人
連
老
を
し
て
献
ら
し
め
た
ま
ふ
歌
」

あ
し
た

な
で

よ
り

や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
朝
に
は
と
り
撫
で
た
ま
い
夕
に
は
い
倍
り
立
た

ゑ
と

・
あ
づ
さ
か
な
ば
ず
あ
さ
か
り
ゆ
ふ

し
し
御
執
ら
し
の
梓
の
弓
の
金
詞
の
音
す
な
り
朝
猟
に
今
立
た
す
ら
し
暮

か
り猟

に
今
立
た
す
ら
し
御
執
ら
し
の
梓
の
弓
の
金
揖
の
音
す
な
り（

巻
一
・
三
）

こ
の
長
歌
に
お
い
て
も
対
句
や
繰
り
返
し
句
を
基
調
と
し
な
が
ら
一
切
の
細

部
を
切
り
す
て
た
単
純
・
明
快
さ
が
あ
る
。

こ
う
し
た
初
期
万
葉
の
雑
歌
の
特
質
は
右
の
二
首
が
国
見
や
遊
猟
の
祭
式

の
場
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
す
ご
と
く
、
祭
式
に
支
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
烹
れ
た
様
式
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
祭
式
こ
そ

・
注
三

「
人
生
の
要
求
と
願
望
と
の
集
団
的
強
調
」
で
あ
り
、
労
働
も
戦
い
も
祖
神

の
祭
祀
も
生
活
の
基
調
に
あ
る
す
べ
て
が
呪
術
宗
教
的
祭
式
に
と
も
な
わ
れ

て
お
り
、
古
代
人
に
お
い
て
は
彼
等
の
意
志
も
感
情
も
祭
式
に
よ
っ
て
集
団

的
に
規
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
集
団
の
儀
礼
の
中
で

調
謂
さ
れ
る
詞
章
は
必
然
的
に
非
個
性
的
な
性
格
を
荷
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
非
個
性
的
と
は
非
芸
術
的
・
非
文
学
的
と
同
義
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

は
細
部
を
切
り
す
て
、
ひ
た
す
ら
普
遍
的
、
根
元
的
な
も
の
に
つ
な
が
る
こ

と
に
よ
っ
て
集
団
の
意
識
や
感
情
を
組
織
し
、
「
偶
発
的
、
特
殊
的
な
も
の

注
四

は
伝
承
と
記
憶
の
過
程
で
、
ふ
る
い
落
さ
れ
、
浄
化
さ
れ
て
ゆ
く
」
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
伝
承
の
重
さ
と
直
接
わ
れ
わ
れ
の
感
情
の
深
部
を
組
織
す



る
古
典
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
山
歌
は
三
山
歌
の
特
質
を
生
み
出
す
祭
式
の
土
台
な
し
に
は
生
ま
れ
得

な
い
の
で
あ
る
。

「
香
具
山
は
畝
火
雄
を
し
と
耳
梨
と
相
あ
ら
そ
ひ
き
」
と
言
う
歌
は
説
話

を
契
機
と
し
て
歌
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
説
話
は
播
磨
風
土
記
に

も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
出
雲
の
国
の
阿
菩
の
大
神
、
大
倭
の
国
の
畝
火
・
香
具
山
・
耳
梨
、
三

つ
の
山
相
闘
ふ
と
間
か
し
て
、
此
を
諫
め
止
め
む
と
欲
し
て
、
上
り
来
ま
し

し
時
此
処
に
到
り
て
、
乃
ち
閾
ひ
止
み
ぬ
と
間
か
し
、
其
の
乗
ら
せ
る
船
を

覆
せ
て
、
坐
し
き
。
故
、
神
阜
と
侭
く
。
阜
の
形
、
覆
せ
た
る
に
似
た
り
。
」

注
五

（
播
磨
国
風
土
記
揖
保
郡
上
岡
里
）

と
あ
り
、
こ
の
説
話
に
よ
っ
て
反
歌
⑧
の
「
立
ち
て
見
に
来
し
」
は
阿
菩

の
大
神
で
あ
り
、
⑥
の
「
わ
た
つ
み
」
は
播
磨
の
海
を
さ
す
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
。

と
こ
ろ
で
三
山
の
い
ず
れ
が
女
で
あ
る
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
か
、
こ
の
歌
は
妻
あ
ら
そ
い
の
起
源
諄
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

現
在
の
妻
あ
ら
そ
い
を
認
め
て
い
る
歌
で
あ
る
。
「
う
っ
せ
み
も
蠕
を
あ
ら

そ
ふ
ら
し
き
」
の
「
う
つ
せ
み
」
は
「
ウ
ッ
シ
オ
ミ
」
か
ら
「
ウ
ッ
セ
ミ
」

に
転
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ゥ
シ
シ
は
顕
、
オ
ミ
は
人
の
意
で
あ
っ
て
、
「
ゥ

注
六

ツ
セ
ミ
」
は
こ
の
世
の
人
の
姿
を
し
て
、
目
に
見
え
る
も
の
の
意
味
と
な
る
。

古
事
記
の
雄
略
の
条
で
、
天
皇
が
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
葛
城
の
一
言
主
の

ウ
シ
シ
オ
。
、
、

大
神
に
対
し
て
「
か
し
こ
し
我
が
大
神
、
宇
都
志
意
美
に
ま
し
ま
さ
む
と
は

思
は
ざ
り
き
」
と
述
べ
、
あ
る
い
は
又
、
弟
の
大
津
の
皇
子
が
持
統
天
皇
に

初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題

殺
さ
れ
た
時
、
大
来
皇
女
が

い
る
せ

う
つ
そ
み
の
人
な
る
わ
れ
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
世
と
わ
が
見
む

．
（
巻
二
・
一
六
五
）

右
の
如
く
歌
っ
た
の
は
二
上
山
が
大
津
の
皇
子
の
葬
ら
れ
た
場
所
で
あ
り
、

そ
の
為
に
二
上
山
に
対
し
て
「
う
つ
そ
み
の
」
と
歌
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
「
う
つ
し
お
み
」
「
う
っ
そ
み
」
「
う
っ
せ
み
」
の
用
例
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
「
う
っ
せ
み
」
と
は
霊
界
の
意
識
が
背
後
に
あ
っ
て
現
世
を
さ
す

時
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
三
山
歌
の
場
合
は
神
話
的
な
世
界
を

述
べ
て
い
た
の
で
「
う
っ
せ
み
」
と
言
っ
て
お
り
、
信
仰
的
な
要
素
が
多
分

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
う
つ
せ
み
」
は
個
人
を
さ

す
の
で
は
な
い
。
個
人
を
さ
す
場
合
は
大
来
皇
女
の
ご
と
く
、
「
う
つ
そ
み

の
人
な
る
わ
れ
」
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
幽
界
に
対
す
る
現
世
全
体
を
さ
す

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
山
歌
の
妻
あ
ら
そ
い
は
個
人
的
な
妻
あ
ら
そ
い

を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
妻
争
い
が
集
団
の
習
慣
と
し
て
成
立
し
て
い
る
時
は
じ
め
て
こ
の

歌
は
言
い
継
ぎ
語
り
つ
が
れ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
妻
争
い
は
記
紀
・

か
が
ひ
を
づ
め
つ
め

風
土
紀
・
万
葉
に
歌
垣
・
擢
歌
・
市
・
小
集
・
集
な
ど
の
名
称
で
記
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
筑
波
山
の
耀
歌
で
あ
る
。

「
そ
れ
筑
波
岳
は
、
高
く
雲
に
秀
で
、
最
頂
は
西
の
峯
曄
し
く
高
く
、
雄

の
神
と
謂
ひ
て
登
ら
し
め
ず
。
唯
、
東
の
峯
は
四
方
磐
石
に
し
て
、
昇
り
降

り
は
岬
し
く
屹
て
る
‐
も
、
其
の
側
に
泉
流
れ
て
冬
も
夏
も
絶
え
ず
。
坂
よ
り

東
の
諸
国
の
男
女
、
春
の
花
の
開
く
る
時
、
秋
の
葉
の
黄
づ
る
節
、
相
携
ひ

餅
閻
り
、
飲
食
を
贄
費
て
、
騎
に
も
歩
に
も
登
臨
り
、
遊
し
み
栖
遅
ぶ
。
其

一
九



の
唱
に
い
は
く
、

筑
波
嶺
に
逢
は
む
と
い
ひ
し
子
は
誰
が
言
聞
け
ば
神
嶺
あ
す
ば
け
む

筑
波
横
に
慮
り
て
妻
な
し
に
我
が
寝
む
夜
ろ
は
早
や
も
明
け
ぬ
か
も

の
す
こ
と
わ
ざ

詠
へ
る
歌
甚
多
く
し
て
戦
車
る
に
勝
へ
ず
。
俗
の
諺
に
い
は
く
、
筑
波
峯
の

つ
ど
い

曾
に
鰐
の
財
を
得
ざ
れ
ぱ
児
女
と
せ
ず
と
い
へ
り
」

（
常
陸
国
風
土
記
・
筑
波
郡
）

最
後
の
こ
と
わ
ざ
は
男
か
ら
求
婚
の
し
る
し
を
も
ら
わ
な
か
っ
た
ら
一
人

前
の
娘
と
は
見
な
さ
な
い
と
言
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
筑
波
山
の
耀
歌
で
作

ら
れ
た
高
橋
通
暦
の
歌
が
あ
る
。

も
は
き
つ
あ
ど
も
を
と
め
を
と
こ

鷲
の
住
む
筑
波
の
山
の
裳
羽
服
津
の
そ
の
津
の
上
に
率
ひ
て
未
通
女
壮
士

つ
ど

か
が
ひ

あ
ま
じ

ひ
と
こ
と
と

の
行
き
集
ひ
か
が
ふ
曜
歌
に
人
妻
に
吾
も
交
は
ら
む
あ
が
妻
に
他
も
言
問

う
し
は

．
い
さ
わ
ざ

へ
こ
の
山
の
領
く
神
の
昔
よ
り
禁
め
い
行
事
ぞ
今
日
の
み
は
め
ぐ
し
も
な

見
そ
言
も
各
む
な
（
巻
九
・
一
七
五
九
）

反
歌

男
の
神
に
雲
立
ち
の
ぼ
り
時
雨
ふ
り
濡
れ
通
る
と
も
わ
れ
帰
ら
め
や

（
巻
九
・
一
七
六
○
）

右
の
常
陸
風
土
記
や
墨
麿
の
歌
か
ら
も
歌
垣
や
擢
歌
が
「
人
妻
に
吾
も
交

は
ら
む
あ
が
妻
に
他
も
言
問
へ
」
と
言
う
妻
争
い
の
場
で
あ
り
「
山
の
領
く

神
の
昔
よ
り
禁
さ
め
ぬ
行
事
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
峯
を
男
の
峯
と
し
、
他
方
を
女
の
峯
と
す
る

の
も
三
山
歌
と
類
似
す
る
。
こ
う
し
た
躍
歌
の
婚
姻
法
的
側
面
は
農
耕
の
為

の
共
感
呪
術
と
し
て
出
発
し
た
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ワ
で
は
稲
の
実
り
を
妊
娠

と
考
え
花
が
咲
く
と
姫
婦
の
好
む
酸
っ
ぱ
い
果
物
な
ど
を
田
の
水
に
入
れ
た

り
、
稲
の
性
欲
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
夜
中
に
夫
婦
が
裸
で
田
の
中
を
駈
け

注
七

廻
っ
た
り
、
性
交
を
行
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
三
山
歌
は
筑
波
山
の

耀
歌
の
歌
と
し
て
常
陸
風
土
記
に
出
て
い
る
歌
と
は
か
な
り
異
っ
た
性
格
を
．

持
っ
て
い
る
。
風
土
記
の
歌
は
椰
楡
的
で
あ
り
悪
態
風
で
あ
る
が
三
山
歌

に
は
そ
の
様
な
性
格
は
認
め
ら
れ
な
い
。

耀
歌
も
歌
垣
も
風
土
記
や
銀
麿
の
歌
の
ご
と
き
遊
楽
的
気
分
の
部
分
だ
け

で
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
耀
歌
は
祭
式
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
祭
式

は
厳
粛
な
神
の
降
臨
と
酒
宴
や
遊
楽
的
な
気
分
の
強
い
直
会
か
ら
成
り
立
ち
、

後
者
が
民
謡
の
地
盤
と
な
っ
た
。
歌
垣
・
耀
歌
も
村
を
訪
れ
る
神
に
扮
し
た

男
と
そ
れ
を
歓
待
す
る
巫
女
の
祭
り
が
あ
り
、
そ
の
後
に
お
い
て
、
全
員
の

歌
の
掛
け
合
い
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
東
南
ボ
ル
ネ
オ
の
プ
キ
ッ

族
で
は
稲
摘
み
の
後
に
感
謝
祭
を
行
う
。
そ
の
祭
り
は
巫
女
が
一
人
外
向
き

に
立
っ
て
呪
文
か
讃
歌
を
唱
へ
、
そ
の
周
囲
を
十
人
ほ
ど
の
男
が
巫
女
の
い

る
天
蓋
の
周
囲
を
踊
り
廻
り
、
時
々
掛
声
を
か
け
て
は
踊
り
を
や
め
、
巫
女

の
前
に
来
た
も
の
が
荘
重
な
調
子
で
掛
合
問
答
を
す
る
。
｝
」
れ
が
夜
と
な
る

注
八

と
婦
女
も
交
っ
て
に
ぎ
や
か
な
歌
舞
と
な
る
の
で
あ
る
。

古
代
の
わ
が
国
に
お
い
て
も

魂
を
や

「
古
老
の
い
へ
ら
く
、
昔
、
神
祖
の
尊
、
諸
神
た
ち
の
み
処
に
巡
り
行

ふ
じ
ゃ
ま

た
ち
ま
ち

で
ま
し
て
、
駿
河
の
国
福
慈
の
岳
に
到
り
ま
し
、
卒
に
日
暮
に
遇
ひ
て
、

や
ど
こ
わ
せ

遇
宿
を
請
欲
ひ
た
ま
ひ
き
。
此
の
時
、
福
慈
の
神
答
へ
け
ら
く
、
「
新
粟

に
ひ
な
め

や
い
ち
も
の
い
ぶ

れ
が

あ

の
初
嘗
し
て
、
家
内
諄
忌
せ
り
。
．
今
日
の
間
は
翼
は
く
は
許
し
堪
へ
じ
」

の

と
ま
を
し
き
、
是
に
、
神
祖
の
尊
、
恨
み
泣
き
て
言
告
り
た
ま
ひ
け
ら
く

い
・
戻
し

一
即
を
汝
が
親
ぞ
。
何
ぞ
宿
さ
ま
く
欲
り
せ
ぬ
。
汝
が
居
め
る
山
は
、

二

○



い
蛍
』

生
涯
の
極
み
、
冬
も
夏
も
雪
ふ
り
雪
お
き
て
、
冷
塞
重
襲
り
、
人
民
登
ら

つ
く

ず
、
飲
食
な
重
り
そ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
更
に
、
筑
波
の
岳
に
登
り
ま

や
ど

し
て
、
亦
客
止
を
諸
ひ
た
ま
ひ
き
。
此
の
時
、
筑
波
の
神
答
へ
け
ら
く
、

ザ

『
今
夜
は
新
粟
す
れ
ば
、
敢
へ
て
尊
旨
に
奉
ら
す
は
あ
ら
じ
』
と
ま
を
し

き
心
差
に
飲
食
を
設
け
て
、
敬
び
拝
み
祇
み
承
り
き
。
是
に
神
祖
の
尊
、

歓
然
び
て
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
。

た
か

か
む

な
ら
び
ひ
と

と
も

愛
し
き
か
も
我
が
胤
巍
き
か
も
神
宮
天
地
と
並
斉
し
く
日
月
を
共
同
に

人
民
慕
ひ
賀
ぎ
飲
食
富
豊
く
代
為
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
日
に
日
に
弥
栄

え
千
秋
万
歳
に
遊
楽
窮
じ

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是
を
も
ち
て
、
福
慈
の
岳
は
、
常
に
雪
ふ
り
て
登
る

こ
と
を
得
ず
。
そ
の
筑
波
の
岳
は
、
往
集
ひ
て
歌
ひ
舞
ひ
飲
み
喫
ふ
こ
と
、

今
に
至
る
ま
で
絶
え
ざ
る
な
り
。
（
常
陸
国
風
土
記
・
筑
波
郡
）

右
の
説
話
は
筑
波
山
の
耀
歌
の
起
源
謹
で
あ
る
が
、
神
祖
の
尊
の
歌
は
、

注
九

歌
垣
の
「
儀
礼
の
場
に
伝
承
さ
れ
て
来
た
誓
約
の
唱
之
言
」
と
考
え
ら
れ
る
。

歌
垣
や
耀
歌
の
神
の
降
臨
に
お
け
る
呪
言
は
こ
う
し
た
、
耀
歌
な
ど
の
起

源
謹
や
、
あ
る
い
は
神
の
資
格
で
述
・
へ
る
祝
福
の
詞
章
で
あ
っ
た
。

密
明
作
と
伝
え
ら
れ
る
歌
を
国
見
の
儀
礼
の
歌
と
見
な
し
得
る
な
ら
ば
そ

初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題

↑
０
口

れ
と
性
格
の
類
似
す
る
三
山
歌
は
、
そ
の
妻
争
い
の
内
容
か
ら
歌
垣
の
起
源

謹
で
あ
り
同
時
に
そ
の
儀
礼
に
お
け
る
詞
章
か
ら
成
立
し
た
も
の
と
考
え
得

る
の
で
あ
る
。
も
は
や
紙
数
も
尽
き
た
の
で
三
山
歌
の
反
歌
や
斉
明
歌
ま
で

論
を
進
め
る
こ
と
は
今
は
出
来
な
い
。
し
か
し
天
武
・
天
智
と
た
ど
っ
て
来

た
過
程
か
ら
判
明
す
る
ご
と
く
、
沢
潟
が
提
唱
し
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
斉

明
・
天
智
・
天
武
の
母
子
三
人
の
天
皇
が
自
己
の
体
験
に
も
と
づ
く
創
作
歌

を
生
み
出
し
た
歌
人
達
で
あ
る
と
す
る
説
は
す
で
に
最
も
確
実
な
は
ず
の
天

智
・
天
武
に
お
い
て
さ
え
否
定
的
な
結
論
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、

ま
し
て
や
題
詞
か
ら
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
認
定
出
来
な
い
斉
明
に

お
い
て
は
、
天
智
・
天
武
以
上
に
伝
承
的
・
歌
謡
的
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
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