
家
持
と
書
持
の
贈
報
再
論

―
異
論
を
超
え
て
真
実
へ
―

鈴

木

武

晴

SU
ZU
K
I
T
akeharu

万
葉
集
の
巻
十
七
に
収
録
さ
れ
て
い
る
大
伴
家
持
と
大
伴
書
持
と

い
う
兄
弟
の
心
の
交
流
を
語
り
告
げ
る
歌
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
論

文
を
公
に
し
た
。
近
時
こ
の
論
に
つ
い
て
異
論
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
再
度
て
い
ね
い
に
考
察
し
て
異
論
に
答
え
、
作
品
の
本
質
と
文

学
性
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
深
く
浮
き
彫
り
に
し
た
。

一
、
序

や
か
も
ち

ふ
み
も
ち

万
葉
集
の
巻
十
七
に
は
、
大
伴
氏
の
家
持
と
書
持
と
い
う
兄
弟
の
心
の
交
流

を
語
り
告
げ
る
贈
報
歌
群
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
時
は
天
平
十
三
（
七
四
一
）

年
の
四
月
の
二
日
と
三
日
。
題
詞
と
左
注
の
原
文
を
書
き
下
し
文
、
歌
詠
の
原

文
を
読
み
下
し
文
で
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
。

ほ
と
と
ぎ
す

よ

霍
公
鳥
を
詠
む
歌
二
首

た
ち
ば
な

と
こ
は
な

す

き

な

ひ

な

橘
は
常
花
に
も
が
ほ
と
と
ぎ
す
住
む
と
来
鳴
か
ば
聞
か
ぬ
日
無
け
む

（
三
九
〇
九
番
歌
）

た
ま

ぬ

あ
ふ
ち

う

か

こ

玉
に
貫
く
楝
を
家
に
植
ゑ
た
ら
ば
山
ほ
と
と
ぎ
す
離
れ
ず
来
む
か
も
（
三

九
一
〇
番
歌
）

す
く

い
へ

右
は
、
四
月
の
二
日
に
、
大
伴
宿
禰ね

書
持
、
奈
良
の
宅
よ
り
兄
家
持
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に
贈
る
。

た
う
き
つ

く
わ
く
て
う
か
け

な

む
か

橙
橘
初
め
て
咲
き
、
霍
鳥
翻
り
嚶
く
。
こ
の
時
候
に
対
ひ
、
あ
に
志

の

う
つ
け
つ

を
暢
べ
ざ
ら
め
や
。
よ
り
て
、
三
首
の
短
歌
を
作
り
、
も
ち
て
鬱
結
の

ち

緒
を
散
ら
さ
ま
く
の
み
。

や
ま
へ

を

こ

ま

く

あ
し
ひ
き
の
山
辺
に
居
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
木
の
間
立
ち
潜
き
鳴
か
ぬ
日
は

無
し
（
三
九
一
一
番
歌
）

な
に

た
ま
ぬ

と
よ

ほ
と
と
ぎ
す
何
の
心
ぞ
橘
の
玉
貫
く
月
し
来
鳴
き
響
む
る
（
三
九
一
二
番

歌
）

あ
ふ
ち

え
だ

ゆ

ゐ

ほ
と
と
ぎ
す
楝
の
枝
に
行
き
て
居
ば
花
は
散
ら
む
な
玉
と
見
る
ま
で
（
三

九
一
三
番
歌
）

う
ど
ね

り

く

に

右
は
、
四
月
の
三
日
に
、
内
舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
、
久
邇
の
京
よ
り

こ
た

お
と
ひ
と
弟
書
持
に
報
へ
送
る
。

筆
者
が
こ
の
贈
報
歌
群
に
つ
い
て
、
や
ま
と
歌
の
手
法
の
検
討
に
基
づ
い
て

詳
細
な
論
文
「
家
持
と
書
持
の
贈
報
」
を
発
表
し
た
の
が
、
一
九
八
八
（
昭
和

六
十
三
）
年
の
一
月
の
こ
と注

1

。
そ
れ
は
、
本
稿
執
筆
の
現
時
点
二
〇
一
六
（
平

成
二
十
八
）
年
十
月
二
日
か
ら
二
十
八
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
、
万
葉
集
研
究
史
上
、
右
掲
歌
群
に
つ
い
て
本
格
的
に
研
究
し

た
最
初
の
論
文
と
客
観
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
九
年
後
の
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
九
月
に
、
異
を
唱
え
る
論
が
提
出

さ
れ
た
。
日
中
比
較
文
学
の
観
点
か
ら
の
鉄
野
昌
弘
「
詠
物
歌
の
方
法
」
で
あ

る注
2

。
そ
し
て
、
二
十
八
年
後
の
二
〇
一
六
年
（
平
成
二
十
八
）
年
五
月
の
松
田

聡
「
家
持
と
書
持
の
贈
答
―「
橘
の
玉
貫
く
月
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
で
あ
る注

3

。

こ
れ
ら
の
異
論
を
よ
く
読
ん
で
み
た
。
本
稿
の
論
述
を
展
開
し
て
ゆ
く
な
か

で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
鉄
野
論
文
等
は
や
ま
と
歌
の
読
み
が
表
面
的
で
あ

り
、
か
つ
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、
松
田
論
文
も
歌
の
読
解
に
問
題
が
あ
る
。

筆
者
の
論
と
後
の
論
の
大
き
な
違
い
は
、
家
持
と
書
持
の
贈
報
歌
群
の
歌

に
、
寓
意
を
読
み
と
る
筆
者
の
立
場
と
表
面
の
読
み
に
と
ど
ま
る
異
論
と
の
違

い
、
家
持
の
妻
坂
上
大
嬢
の
影
を
認
め
る
筆
者
の
立
場
と
そ
れ
を
認
め
な
い
異

論
の
立
場
の
違
い
で
あ
る
。

考
察
対
象
の
作
品
を
め
ぐ
っ
て
、
解
釈
や
捉
え
方
な
ど
が
異
な
る
場
合
は
、

そ
の
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
や
表
現
を
、
他
の
同
様
の
例
を
参
照
し
て

丁
寧
に
か
つ
厳
密
に
検
討
考
察
し
て
、
客
観
的
に
妥
当
性
の
判
断
を
行
う
し
か

す
べ
は
な
か
ろ
う
。
根
拠
と
し
て
の
事
例
を
明
示
す
る
こ
と
が
根
本
で
あ
り
、

根
拠
と
し
て
の
事
例
を
示
さ
な
い
恣
意
性
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
言
う

ま
で
も
な
い
。

筆
者
の
前
掲
論
文
で
は
、
根
拠
と
し
て
の
例
を
掲
げ
て
考
察
し
た
。
本
稿
で

は
、
異
論
の
問
題
点
と
非
妥
当
性
を
具
体
的
に
指
摘
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
有
効

事
例
を
追
加
し
て
、
贈
報
歌
群
の
高
い
文
芸
性
を
い
っ
そ
う
強
く
照
ら
し
出
し

た
い
と
思
う
。

二
、「
奈
良
の
宅
」
考

前
述
の
よ
う
に
、
家
持
と
書
持
の
贈
報
歌
群
の
歌
に
寓
意
を
読
み
と
る
か
否

か
、
家
持
の
妻
坂
上
大
嬢
の
影
を
認
め
る
か
否
か
の
大
き
な
問
題
の
考
察
か
ら

入
っ
て
ゆ
こ
う
。

寓
意
を
読
み
取
り
、
家
持
の
妻
坂
上
大
嬢
の
影
を
認
め
る
筆
者
に
と
っ
て
看

過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
言
葉
は
、
前
論
で
も
触
れ
た
、
書
持
歌
と
家
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持
歌
の
左
注
に
記
さ
れ
て
い
る
「
奈
良
の
宅
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
「
奈
良
の
宅
」
は
奈
良
の
佐
保
の
地
に
存
在
し
た
大
伴
氏
の
邸
宅
で
、

く

に

家
持
の
報
送
歌
の
左
注
に
示
さ
れ
て
い
る
、
家
持
の
い
た
「
久
邇
の
京
」（
天

平
十
二
〈
七
四
〇
〉
年
十
二
月
か
ら
天
平
十
六
〈
七
四
四
〉
年
二
月
ま
で
の
聖

武
天
皇
の
都
で
京
都
府
南
部
の
木
津
川
市
に
あ
っ
た
）
と
対
置
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
奈
良
の
宅
」
と
「
久
邇
の
京
」
と
が
対
応
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
例
は
、
当
面
歌
群
の
他
に
三
例
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
家

持
と
そ
の
妻
坂
上
大
嬢
に
関
す
る
歌
例
で
あ
る
。

く

に

あ

い
へ

と
ど

し
の

1
、
久
邇
の
京
に
在
り
て
、
奈
良
の
宅
に
留
ま
れ
る
坂
上
大
嬢
を
思
ひ
て
、

大
伴
宿
禰
家
持
が
作
る
歌
一
首

ひ
と
へ
や
ま

つ
く
よ

か
ど

い
も

一
重
山
へ
な
れ
る
も
の
を
月
夜
よ
み
門
に
出
で
立
ち
妹
か
待
つ
ら
む
（
巻

四
・
七
六
五
番
歌
）

2
、
大
伴
家
持
、
坂
上
大
嬢
に
贈
る
歌
一
首

は
る
か
す
み

い
も

へ

春
霞
た
な
び
く
山
の
へ
な
れ
れ
ば
妹
に
逢あ

は
ず
て
月
ぞ
経
に
け
る
（
巻

八
・
一
四
六
四
番
歌
）

く

に

右
は
、
久
邇
の
京
よ
り
奈
良
の
宅
に
贈
る
。

3
、
大
伴
宿
禰
家
持
、
久
邇
の
京
よ
り
、
奈
良
の
宅
に
留
ま
れ
る
坂
上
大
嬢

に
贈
る
歌
一
首

や
ま
へ

を

ひ

け

い
も

あ
し
ひ
き
の
山
辺
に
居
り
て
秋
風
の
日
に
異
に
吹
け
ば
妹
を
し
ぞ
思
ふ

（
巻
八
・
一
六
三
二
番
歌
）

こ
の
1
〜
3
の
歌
例
と
当
面
の
家
持
と
書
持
の
贈
報
歌
群
は
、
ほ
ぼ
同
時

期
、
天
平
十
三
年
の
春
か
ら
秋
に
か
け
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
有
機
的

に
密
接
に
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
年
代
的
順
序
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

1
の
巻
四
・
七
六
五
番
歌
の
題
詞
は
、「
久
邇
の
京
に
在
り
て
」「
坂
上
大
嬢

し
の

を
思
ひ
て
」
な
ど
、
他
の
例
の
題
詞
よ
り
も
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
る
。
歌
の
「
一

重
山
へ
な
れ
る
も
の
を
」
の
認
識
は
、
家
持
が
久
邇
京
に
移
り
住
ん
で
ま
も
な

つ
く
よ

か
ど

い
頃
の
認
識
と
覚
し
い
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
下
の
句
「
月
夜
よ
み
門
に
出
で
立

い
も

ち
妹
か
待
つ
ら
む
」
は
、
か
つ
て
坂
上
大
嬢
が
家
持
に
贈
っ
た

か
す
が
や
ま

つ
く
よ

春
日
山
霞
た
な
び
き
心
ぐ
く
照
れ
る
月
夜
に
ひ
と
り
か
も
寝
む
（
巻
四
・

七
三
五
番
歌
）

や
、
そ
れ
に
和
し
た
家
持
の

か
ど

ゆ
ふ
け

と

あ
し
う
ら

ゆ

ほ

月
夜
に
は
門
に
出
で
立
ち
夕
占
問
ひ
足
占
を
ぞ
せ
し
行
か
ま
く
を
欲
り

（
巻
四
・
七
三
六
番
歌
）

を
踏
ま
え
て
の
表
現
で
あ
る注

4

。

以
上
の
こ
と
か
ら
巻
四
・
七
六
五
番
歌
は
、
天
平
十
三
（
七
四
一
）
年
の
春

の
歌
か
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
七
六
五
番
歌
の
「
一
重
山
へ
な
れ
る
も
の
を
」
と
、
２
に
掲
げ
た
巻

八
・
一
四
六
四
番
歌
の
「
春
霞
た
な
び
く
山
の
へ
な
れ
れ
ば
」
の
表
現
は
密
接

に
か
か
わ
る
。
一
四
六
四
番
歌
も
春
の
歌
で
あ
り
、
七
六
五
番
歌
と
同
じ
時
期

の
歌
か
と
思
わ
れ
る
。

当
面
の
家
持
と
書
持
の
贈
報
歌
群
は
天
平
十
三
年
の
四
月
の
二
日
と
三
日
の

家持と書持の贈報再論
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歌
で
、
橘
や
楝
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
で
夏
の
歌
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ

け

る
。
そ
し
て
、
3
に
掲
げ
た
巻
八
・
一
六
三
二
番
歌
は
「
秋
風
の
日
に
異
に
吹

け
ば
」
と
あ
り
、
秋
の
歌
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
奈
良
の
宅
」
と
「
久
邇
の
京
」
の
語
を
対
置
す
る
歌

は
、
天
平
十
三
年
の
春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
ま
ず
、
巻
四
・
七
六
五
番
歌
、
次

に
巻
八
・
一
四
六
四
番
歌
、
そ
し
て
当
面
の
家
持
と
書
持
の
巻
十
七
・
三
九
〇

九
番
歌
〜
三
九
一
三
番
歌
、
さ
ら
に
巻
八
・
一
六
三
二
番
歌
と
い
う
順
で
形
成

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

巻
八
・
一
四
六
四
番
歌
の
左
注
に
「
右
は
、
久
邇
の
京
よ
り
奈
良
の
宅
に
贈

る
。」
と
あ
る
こ
と
と
、
当
面
の
贈
報
歌
群
の
書
持
の
二
首
の
左
注
の
「
右
は
、

四
月
の
二
日
に
、
大
伴
宿
禰
書
持
、
奈
良
の
宅
よ
り
兄
家
持
に
贈
る
。」、
家
持

の
三
首
の
左
注
の
「
右
は
、
四
月
の
三
日
に
、
内
舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
、
久
邇

の
京
よ
り
弟
書
持
に
報
へ
送
る
。」
の
記
載
の
し
か
た
が
類
似
し
て
い
る
こ
と

や
、
贈
報
歌
群
の
家
持
の
第
一
首
三
九
一
一
番
歌
の
「
あ
し
ひ
き
の
山
辺
に
居

れ
ば
」
と
類
同
す
る
表
現
が
巻
八
・
一
六
三
二
番
歌
に
「
あ
し
ひ
き
の
山
辺
に

居
り
て
」
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
く
、
歌
詠
形
成
の
密
接
な
か
か
わ

り
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
年
代
的
順
序
の
推
定
に
誤
り
が
あ
っ
て

も
、
当
面
歌
群
を
含
む
四
つ
の
作
品
が
有
機
的
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ

と
は
動
か
な
い
。

こ
の
四
つ
の
歌
作
品
の
、「
久
邇
の
京
」
に
対
置
す
る
「
奈
良
の
宅
」
は
同

じ
宅
を
さ
す
も
の
と
見
ら
れ
、
奈
良
の
佐
保
の
地
の
大
伴
氏
の
邸
宅
を
さ
す
と

考
え
ら
れ
る
。

1
〜
3
の
三
例
の
「
奈
良
の
宅
」
を
、
奈
良
の
坂
上
の
里
に
あ
っ
た
、
坂
上

大
嬢
の
母
坂
上
郎
女
の
家
と
す
る
む
き
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
伴
氏
の
邸
宅
を

さ
す
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
1
と
3
の
例
に
「
奈
良
の
宅
に
留�

ま�

れ
る
坂
上
大
嬢
」
と
あ
り
、
こ
の
「
留
ま
れ
る
」
は
、
次
の
「
留
女
」
の
例

あ
る
じ

を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
伴
家
の
主
の
家
持
が
不
在
の
間
、
そ
の

大
伴
氏
の
邸
宅
に
留
ま
っ
て
留
守
を
ま
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。み

や
こ

お

こ

・

京
師
よ
り
贈
来
す
る
歌
一
首

や
ま
ぶ
き

か

い
も

し
の

山
吹
の
花
取
り
持
ち
て
つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
妹
を
偲
ひ
つ
る
か
も
（
巻

十
九
・
四
一
八
四
番
歌
）

り
う
ぢ
ょ

い
ら
つ
め

右
は
、
四
月
の
五
日
に
留
女
の
女
郎
よ
り
送
れ
る
ぞ
。

み
や
こ
ひ
と

・

京
人
に
贈
る
歌
二
首

い
も

く
さ

し

の

へ

た
れ

た

を

妹
に
似
る
草
と
見
し
よ
り
我
が
標
め
し
野
辺
の
山
吹
誰
か
手
折
り
し
（
巻

十
九
・
四
一
九
七
番
歌
）

か

あ

つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
も
の
と
人
は
言
へ
ど
逢あ

は
ぬ
日
ま
ね
み
思
ひ
ぞ
我

が
す
る
（
四
一
九
八
番
歌
）

か

ふ

あ
と
ら

右
は
、
留
女
の
女
郎
に
贈
ら
む
た
め
に
、
家
婦
に
誂
へ
ら
れ
て
作

い
も
ひ
と

る
。
女
郎
は
す
な
は
ち
大
伴
家
持
が
妹
。

こ
の
二
つ
の
歌
は
有
機
的
に
か
か
わ
る
歌
で
、
越
中
国
守
と
し
て
越
中
に
赴

任
し
て
い
た
大
伴
家
持
の
も
と
に
奈
良
か
ら
妻
坂
上
大
嬢
が
出
向
い
た
時
に
、

と

じ

大
伴
氏
の
主
の
家
持
と
家
刀
自
（
四
一
九
七
〜
八
番
歌
の
左
注
に
は
「
家
婦
」

と
ど

と
あ
る
）
で
あ
る
坂
上
大
嬢
の
留
守
の
間
、
奈
良
の
大
伴
氏
の
家
に
留
ま
っ
て

い
も
ひ
と

守
る
女
性
（
こ
こ
で
は
家
持
の
妹
を
さ
す
）
を
「
留
女
の
女
郎
」
と
表
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
先
の
例
の
「
奈
良
の
宅
に
留
ま
れ
る
坂
上
大
嬢
」
も
、
家
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と
ど

持
が
久
邇
の
京
に
赴
任
し
て
い
る
時
に
「
奈
良
の
大
伴
氏
の
邸
宅
に
留
ま
り
、

留
守
を
ま
も
っ
て
い
る
妻
坂
上
大
嬢
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
坂
上
大
嬢

は
、
家
持
と
結
婚
す
る
前
は
む
ろ
ん
母
坂
上
郎
女
の
「
坂
上
家
」
に
起
居
し
て

い
た
け
れ
ど
も
（
後
掲
巻
三
・
四
〇
三
番
歌
、
四
〇
八
番
歌
な
ど
参
照
）、
結

婚
後
は
、
奈
良
の
佐
保
の
地
に
あ
っ
た
大
伴
氏
の
邸
宅
を
主
た
る
生
活
の
場
と

あ
る
じ

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
家
の
主
の
夫
家
持
が
他
国
に
赴
任
し
て
い
た
時

に
は
、
大
伴
氏
の
「
奈
良
の
宅
」
に
留
守
を
守
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
奈
良
の
宅
」
と
「
坂
上
家
」
で
は
表
わ
す
所
と
用
法
が
明

確
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
に
、
家
持
が
越
中
国
守
と
し
て
越
中
国
に

赴
任
し
て
い
た
時
に
、
妻
坂
上
大
嬢
が
留
守
を
守
っ
て
い
る
奈
良
の
家
を
「
京

の
家
」
と
家
持
が
記
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
例
と
し
て
参
照
さ
れ
る
（
後
掲

巻
十
八
・
四
一
〇
一
〜
四
一
〇
五
番
歌
題
詞
）。

そ
う
し
て
み
る
と
、
大
伴
氏
の
本
拠
の
邸
宅
に
、
家
持
の
留
守
を
守
る
妻
坂

上
大
嬢
と
、
家
持
の
弟
書
持
が
と
も
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
坂

上
大
嬢
と
書
持
は
年
齢
的
に
も
近
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
二
人
の
間
で
、
心
か
よ

い
あ
う
会
話
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
久
邇
京
の
家
持
を
案
ず
る
気
持
ち
は
共

通
で
あ
り
、
家
持
を
話
題
に
し
て
の
対
話
も
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
家
持
と
書

持
と
家
持
の
妻
坂
上
大
嬢
は
心
通
い
合
う
関
係
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
下
に

具
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
こ
と
が
書
持
と
家
持
の
贈
報
歌
群
に
投
影
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
書
持
歌
二
首
―
―
「
楝
」
の
文
学
的
手
法
と
原
文
表
記

「
安
布
知
」
の
意
義
―
―

前
節
の
考
察
に
基
づ
け
ば
、
書
持
が
左
注
に
あ
え
て
「
奈
良
の
宅
よ
り
」
と

書
い
た
の
は
、
書
持
自
身
の
こ
と
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
家
で
留
守
を
守

る
家
持
の
妻
坂
上
大
嬢
の
存
在
を
も
考
慮
し
た
も
の
と
言
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
書
持
の
歌
詠
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
書
持
の
第
一
首
三
九
〇

九
番
歌
は
、
筆
者
の
前
掲
論
文
「
家
持
と
書
持
の
贈
報
」
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
巻
三
の
「
譬
喩
歌
」
の
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
結
婚
以
前
に
家
持
が
坂

上
大
嬢
に
贈
っ
た
恋
の
歌
四
〇
八
番
歌
と
歌
型
・
語
彙
が
相
通
じ
、
思
う
対
象

が
い
つ
も
身
近
に
い
て
ほ
し
い
と
希
求
す
る
発
想
も
共
通
し
て
い
る
。
次
の
と

お
り
。

大
伴
宿
禰
家
持
、
同
じ
き
坂
上
家
の
大
嬢
に
贈
る
歌
一
首

あ
さ

さ

な
で
し
こ
が
そ�

の�

花�

に�

も�

が�

朝
な
朝
な
手
に
取
り
持
ち
て
恋�

ひ�

ぬ�

日�

無�

け�

む�

（
巻
三
・
四
〇
八
番
歌
）

書
持
は
家
持
の
こ
の
歌
を
踏
ま
え
て
三
九
〇
九
番
歌
を
詠
み
成
し
た
の
で
あ

る注
5

。家
持
は
如
上
の
歌
形
成
を
承
知
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
書
持
の
三
九
〇
九
番

と
こ
は
な

歌
の
「
常
花
」（
い
つ
も
盛
り
の
花
）
を
も
と
に
、「
恋
緒
を
述
ぶ
る
歌
」（
巻

十
七
・
三
九
七
八
〜
三
九
八
三
番
歌
）
の
長
歌
三
九
七
八
の
妻
坂
上
大
嬢
を
讃

と
こ
は
つ
は
な

美
す
る
冒
頭
部
に
、「
相
見
れ
ば
常
初
花
に
」（
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
と
、
い
つ

も
盛
り
の
初
花
の
よ
う
に
初
々
し
く
て
、
の
意
）
と
、
家
持
が
好
む
「
初
」
の

家持と書持の贈報再論
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字
を
挿
入
し
て
「
常
初
花
」
の
新
造
語
を
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

書
持
の
三
九
〇
九
番
歌
は
久
邇
京
の
家
持
に
奈
良
の
宅
の
妻
坂
上
大
嬢
を
連

想
さ
せ
る
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

鉄
野
昌
弘
先
掲
論
の
「
霍
公
鳥
へ
の
恋
着
を
執
拗
に
述
べ
る
こ
と
で
、
霍
公

鳥
以
外
に
向
き
合
う
相
手
の
い
な
い
自
己
の
状
況
と
そ
の
孤
独
感
を
語
る
歌
」

と
い
う
捉
え
方
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
こ
と
は
第
二
首
三
九
一
〇
番
歌
の
考
察
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
確
に
な

る
。

あ
ふ
ち

三
九
一
〇
番
歌
の
「
玉
に
貫
く
楝
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
筆
者
前
掲
論
文

に
『
新
撰
和
歌
六
帖
』『
宝
治
百
首
』『
夫
木
和
歌
抄
』
の
歌
例
を
参
照
し
て
、

「『
菖
蒲
・
花
橘
な
ど
と
共
に
楝
の
花
を
用
ゐ
た
』（『
全
釈
』）
ゆ
え
の
表
現
か

も
し
れ
な
い
。」
と
、『
全
釈
』
の
見
解
の
可
能
性
に
言
及
し
た
上
で
、「
そ
う

考
え
れ
ば
一
応
の
解
決
は
み
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
と
は
思
わ
れ
な

い
。」
と
記
し
て
、
万
葉
集
の
「
楝
」
の
用
例
の
考
察
に
入
っ
た
。
こ
の
点
に

つ
い
て
松
田
聡
先
掲
論
は
、「『
楝
』
を
『
玉
に
貫
く
』
例
と
し
て
『
新
撰
和
歌

六
帖
』
な
ど
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
期
の
も
の
で
あ
り
、
上

代
に
そ
の
よ
う
な
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
は
見
な
し
が
た

い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
、「
〜
か
も
し
れ
な
い
」
と
表
現
し
て
『
全
釈
』

の
発
言
の
可
能
性
に
言
及
し
た
ま
で
で
あ
り
、
真
の
理
由
を
他
の
こ
と
に
見
て

い
る
。
松
田
発
言
は
不
当
な
発
言
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

書
持
の
三
九
一
〇
番
歌
の
「
楝
」
に
つ
い
て
は
、
筆
者
前
掲
論
文
に
記
し
た

窪
田
空
穂
『
萬
葉
集
評
釋
』
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
。

ほ
と
と
ぎ
す
を
恋
ふ
る
心
か
ら
、
そ
の
好
み
そ
う
な
木
と
し
て
楝
の
木
を

想
像
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
家
に
は
楝
の
木
は
無
か
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
の

想
像
で
、
想
像
と
は
い
っ
て
も
実
際
に
即
し
て
い
る
の
で
、
真
実
味
の
あ

る
も
の
で
あ
る
。

鉄
野
昌
弘
先
掲
論
文
に
は
窪
田
『
評
釈
』
に
言
及
な
く
同
様
の
発
言
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

橘
よ
り
や
や
花
期
が
後
ま
で
続
き
、
橘
が
散
っ
た
後
、
霍
公
鳥
を
繫
ぎ
止

め
る
も
の
と
し
て
、
橘
と
同
様
に
「
珠
に
ぬ
く
」
楝
を
想
起
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
う
ゑ
た
ら
ば
」
と
い
う
仮
定
は
、
喬
木
で
あ

る
楝
が
、
本
来
、
山
野
の
も
の
で
、「
宅
」
の
庭
な
ど
に
植
え
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
橘
や
卯
の
花
の
よ
う
な
普

通
に
取
り
合
わ
さ
れ
る
花
で
は
と
ど
め
が
た
い
霍
公
鳥
が
、
楝
で
も
植
え

て
み
た
ら
、
万
が
一
で
も
通
い
続
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
、

あ
え
て
こ
の
希
少
な
取
り
合
わ
せ
を
仮
想
す
る
意
味
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

松
田
聡
先
掲
論
は
こ
の
発
言
を
「
希
少
な
仮
想
で
あ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ

る
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。」
と
肯
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
以
上
の
発
言
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
楝
」

の
万
葉
集
中
の
他
の
用
例
と
そ
の
用
法
を
十
分
に
検
討
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。「

楝
」
の
用
例
と
そ
の
用
法
を
、
原
文
表
記
ま
で
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
研
究
す

れ
ば
、
真
実
が
お
の
ず
と
浮
き
彫
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
鉄
野
昌
弘
発
言
の

「
霍
公
鳥
が
、
楝�

で�

も�

植
え
て
み
た
ら
、
万�

が�

一�

で�

も�

通
い
続
け
る
の
で
は
な

い
か
」（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
消
極
的
条
件
の
捉
え
方
、
書
持
の
心
を
興
味
本
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意
の
心
と
し
て
捉
え
る
そ
の
見
方
が
い
か
に
表
面
的
な
も
の
で
、
書
持
の
こ
め

た
真
意
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
る
か
が
、
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
前
掲
論
文
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
楝
」
は
万
葉
集
中
、
当
面
の
贈
報

歌
群
の
二
例
の
他
に
、
次
の
二
例
が
存
す
る
。

い
も

な
み
た

ひ

1

妹
が
見
し
楝
の
花
は
散
り
ぬ
べ
し
我
が
泣
く
涙
い
ま
だ
干
な
く
に
（
巻

五
・
七
九
八
番
歌
、
山
上
憶
良
作
）

わ
ぎ
も
こ

す

さ

2

我
妹
子
が
楝
の
花
は
散
り
過
ぎ
ず
今
咲
け
る
ご
と
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も

（
巻
十
・
一
九
七
三
番
歌
、
作
者
未
詳
）

1
は
大
伴
旅
人
の
妻
の
死
を
悼
む
山
上
憶
良
の
「
日
本
挽
歌
」（
巻
五
・
七

九
四
〜
七
九
九
番
歌
）
の
反
歌
第
四
首
で
、
初
句
を
う
け
て
「
楝
」
に
は
妻
に

「
逢
ふ
」
意
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、「
散
り
ぬ
べ
し
」
に
そ
れ
が
か
な
わ
ぬ
意
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。
２
は
、
初
句
を
う
け
て
「
楝
」
に
妻
に
「
逢
ふ
」
意
が
か

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
万
葉
集
中
の
他
の
「
楝
」
の
例
は
い
ず
れ
も
妻
に
「
逢
ふ
」

意
を
こ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
当
面
の
書
持
の
三
九
一
〇
番
歌

の
「
楝
」
に
も
、
妻
に
「
逢
ふ
」
意
、
具
体
的
に
は
家
持
が
そ
の
妻
坂
上
大
嬢

に
「
逢
ふ
」
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
（
筆
者
前
掲
論
文
）
と
見
る
の
が
自
然
で

あ
る注

6

。
こ
の
こ
と
は
、
原
文
表
記
の
検
討
に
よ
っ
て
、
し
か
と
裏
づ
け
ら
れ
る
。

書
持
歌
以
前
の
歌
と
書
持
歌
の
「
楝
」
の
原
文
表
記
を
並
べ
れ
ば
、
次
の
と

お
り
。

あ

ふ

ち

・「
阿
布
知
」（
巻
五
・
七
九
八
番
歌
）

あ
ふ
ち

・「
相
市
」（
巻
十
・
一
九
七
三
番
歌
）

あ

ふ

ち

・「
安
布
知
」（
当
面
歌
群
の
巻
十
七
・
三
九
一
〇
番
歌
）

書
持
歌
の
「
安
布
知
」
は
、
憶
良
の
七
九
八
番
歌
の
「
阿
布
知
」
の
表
記
を

強
く
意
識
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
先
掲
論
文
に
、

「
楝
」
に
「
逢
ふ
」
の
意
を
込
め
た
先
立
つ
二
つ
の
歌
の
う
ち
、
書
持
は

と
く
に
憶
良
歌
を
下
地
に
し
て
い
る
に
相
違
な
い
と
思
う
。

と
記
し
た
こ
と
は
、
原
文
表
記
の
検
討
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

書
持
歌
の
「
安
布
知
」
の
「
安�

布
」
と
憶
良
歌
の
「
阿
布
知
」
の
「
阿�

布
」

の
一
字
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
書
持
が
万
葉
集
で
男
女
が
「
逢
ふ
」
と
い
う
こ

と
を
表
す
一
般
的
原
文
表
記
「
安
布
」
に
拠
っ
て
記
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え

ら
れ
る
（
憶
良
歌
の
、「
逢
ふ
」
を
意
識
し
て
の
「
阿
布
」
の
表
記
例
は
、
万

葉
集
中
に
こ
の
一
例
で
あ
り
、
特
殊
で
あ
る
）。

原
文
表
記
「
安
布
」
は
万
葉
集
中
に
当
面
歌
の
三
九
一
〇
番
歌
を
含
め
十
五

首
十
六
例
ほ
ど
が
存
す
る
。
次
の
と
お
り
（
当
面
歌
は
省
略
す
る
）。
原
文
表

記
は
（

）
に
入
れ
て
示
す
。

よ
る

い
め

つ

①
う
つ
つ
に
は
逢
ふ
（
安
布
）
よ
し
も
な
し
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
夢
に
を
継
ぎ

て
見
え
こ
そ
（
巻
五
・
八
〇
七
番
歌
、
大
伴
旅
人
）

つ
く
は

ね

わ
し

ね

②
筑
波
嶺
に
か
か
鳴
く
鷲
の
音
の
み
を
か
泣
き
わ
た
り
な
む
逢
ふ
（
安
布
）

と
は
無
し
に
（
巻
十
四
・
三
三
九
〇
番
歌
）

ち
く
ま

を

こ

で

け

ふ

③
千
曲
な
に
浮
き
居
る
舟
の
漕
ぎ
出
な
ば
逢
ふ
（
安
布
）
こ
と
か
た
し
今
日
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に
し
あ
ら
ね
ば
（
巻
十
四
・
三
四
〇
一
番
歌
）

と

ね
か
は

た
だ

④
利
根
川
の
川
瀬
も
知
ら
ず
直
渡
り
波
に
あ
ふ
（
安
布
）
の
す
逢
へ
る
君
か

も
（
巻
十
四
・
三
四
一
三
番
歌
）

お
の

を

お
も

ゑ

こ
ま

⑤
己
が
命
を
お
ほ
に
な
思
ひ
そ
庭
に
立
ち
笑
ま
す
が
か
ら
に
駒
に
逢あ

ふ
（
安

布
）
も
の
を
（
巻
十
四
・
三
五
三
五
番
歌
）

が
な

あ

こ
ろ
も

き

た
だ

⑥
別
れ
な
ば
う
ら
悲
し
け
む
我
が
衣
下
に
を
着
ま
せ
直
に
逢
ふ
（
安
布
）

ま
で
に
（
巻
十
五
・
三
五
八
四
番
歌
）

と
し

ひ
と
よ
い
も

ひ
こ
ほ
し

わ
れ

⑦
年
に
あ
り
て
一
夜
妹
に
逢
ふ
（
安
布
）
彦
星
も
我
に
ま
さ
り
て
思
ふ
ら
め

や
も
（
巻
十
五
・
三
六
五
七
番
歌
）

ゑ

い
も

め

か

あ
れ
を

⑧
思
ふ
故
に
逢
ふ
（
安
布
）
も
の
な
ら
ば
し
ま
し
く
も
妹
が
目
離
れ
て
我
居

な
か
と
み
の
や
か
も
り

ら
め
や
も
（
巻
十
五
・
三
七
三
一
番
歌
、
中
臣
宅
守
）

せ
き

き

⑨
遠
き
山
関
も
越
え
来
ぬ
今
さ
ら
に
逢
ふ
（
安
布
）
べ
き
よ
し
の
な
き
が
さ

ぶ
し
さ

一
に
は
「
さ
び
し
さ
」
と
い
ふ
（
巻
十
五
・
三
七
三
四
番
歌
、

中
臣
宅
守
）

わ

お
も

い
の
ち

⑩
命
あ
ら
ば
逢
ふ
（
安
布
）
こ
と
も
あ
ら
む
我
が
ゆ
ゑ
に
は
だ
な
思
ひ
そ
命

へ

さ
の
の
お
と
が
み
の
を
と
め

だ
に
経
ば
（
巻
十
五
・
三
七
四
五
番
歌
、
狭
野
弟
上
娘
子
）

し
ろ
た
へ

あ

し
た
ご
ろ
も
う
し
な

わ

せ

こ
た
だ

⑪
白
栲
の
我
が
下
衣
失
は
ず
持
て
れ
我
が
背
子
直
に
逢
ふ
（
安
布
）
ま
で

に
（
巻
十
五
・
三
七
五
一
番
歌
、
狭
野
弟
上
娘
子
）

わ
ぎ
も

こ

さ
か
や
ま

を

⑫
我
妹
子
に
逢あ
ふ

坂
山
（
安�

布�

左
可
山
）
を
越
え
て
来
て
泣
き
つ
つ
居
れ
ど
逢

ふ
（
安
布
）
よ
し
も
な
し
（
巻
十
五
・
三
七
六
二
番
歌
、
中
臣
宅
守
）

し
ろ
た
へ

あ

こ
ろ
も
で

い
は

あ

せ

こ
た
だ

⑬
白
栲
の
我
が
衣
手
を
取
り
持
ち
て
斎
へ
我
が
背
子
直
に
逢
ふ
（
安
布
）

ま
で
に
（
巻
十
五
・
三
七
七
八
番
歌
、
狭
野
弟
上
娘
子
）

⑭
…
…
け
だ
し
く
も

逢
ふ
（
安
布
）
こ
と
あ
り
や
と

あ
し
ひ
き
の

を

と
な
み
は

も
り
へ

て
も
こ
の
も
に

鳥
網
張
り

守
部
を
据
ゑ
て
…
…
…
（
巻
十
七
・
四
〇

一
一
、
大
伴
家
持
）

①
〜
⑬
の
例
の
よ
う
に
「
安
布
」
の
原
文
表
記
は
、
男
女
が
「
逢
ふ
」
意
を

表
す
一
般
的
原
文
表
記
で
あ
り
、
④
の
巻
十
四
・
三
四
一
三
番
の
「
波
に
あ
ふ

（
安
布
）
の
す
」
も
、
比
喩
表
現
と
し
て
「
逢
へ
る
君
か
も
」
を
押
し
立
て
る

の
で
あ
り
、
⑤
の
巻
十
四
・
三
五
三
五
番
歌
の
「
駒
に
逢
ふ
（
安
布
）」
も
、

駒
に
乗
っ
て
来
る
思
い
人
に
逢
ふ
意
で
用
い
ら
れ
て
い
て
、「
安
布
」
が
男
女

が
「
逢
ふ
」
意
を
主
意
と
す
る
原
文
表
記
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

ま
た
、「
楝
」
の
先
掲
原
文
表
記
の
「
安
布
」「
相
」
と
「
逢
」（
男
女
が
逢

う
意
の
原
文
表
記
）
の
相
関
関
係
は
、
次
の
よ
う
な
同
一
表
現
の
原
文
表
記
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ア

フ

ト

ハ

ナ

シ

ニ

A
「
安
布
登
波
奈
思
爾
」（
巻
十
四
・
三
三
九
〇
番
歌
）

ア
フ
ト

ハ

ナ

シ

ニ

「
相
跡
羽
奈
之
爾
」（
巻
四
・
五
九
二
番
歌
）

ト
ハ
ナ
シ
ニ

「
逢ア
フ

者
無
二
」（
巻
十
一
・
二
七
二
六
番
歌
）

タ

ダ

ニ

ア

フ

マ

デ

ニ

B
「
多
太
爾
安
布
麻
弖
爾
」（
巻
十
五
・
三
五
八
四
番
歌
）

タ
ダ
ニ
ア
フ
マ

ニ

「
直
相
麻
氐デ

爾
」（
巻
十
二
・
三
〇
五
六
番
歌
一
云
）

「
及
正
逢

タ
ダ
ニ
ア
フ
マ
デ
ニ」（

巻
十
一
・
二
四
一
三
番
歌
）

ア

フ

ヨ

シ

C
「
安
布
余
之
」（
巻
五
・
八
〇
七
番
歌
）

ア
フ
ヨ
シ

「
相
因
」（
巻
四
・
七
七
五
番
歌
）

ヨ
シ

「
逢ア
フ

因
」（
巻
三
・
四
八
三
番
歌
）

松
田
聡
先
掲
論
は
、
筆
者
前
掲
論
文
の
「『
楝
』
に
『
逢
ふ
』
の
意
を
こ
め

て
い
る
」
と
い
う
筆
者
の
指
摘
を
肯
う
も
、「『
楝
』
に
妻
に
逢
う
意
が
込
め
ら
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れ
て
い
る
」
と
い
う
見
解
に
対
し
て
は
、

こ
の
贈
答
で
妻
に
逢
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
。

『
釈
注
』
に
「
『
楝
』
（
ア
フ
チ
）
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
を
庭
に
植
え
れ
ば
、

山
時
鳥
が
時
と
な
く
や
っ
て
来
て
、
い
つ
も
い
つ
も
逢
う
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
心
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ

は
単
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
「
逢
ふ
」
と
い
う
心
で
「
楝
」
と
い
う
希
少
な
歌

語
を
持
ち
出
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ほ
と
と
ぎ
す
に
「
逢
ふ
」
と
い
う
例
は
一
例
も
な

い
。
先
掲
⑭
の
例
に
、
逃
げ
失
せ
た
鷹
猟
用
の
鷹
が
「
ひ
ょ
っ
と
し
て
見
つ
か

る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
文
脈
で
「
逢
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
こ
の
よ
う
な
例
を
当
面
歌
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
書
持
の
三
九
一
〇
番
歌
の
「
楝
」（
原
文
「
安
布
知
」）

に
は
男
女
が
「
逢
ふ
」
意
、
具
体
的
に
は
家
持
が
妻
坂
上
大
嬢
に
逢
ふ
意
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
（
家
持
の
三
九
一
三
番
歌
の
「
楝
」
の
原
文
表
記
「
安

不
知
」
に
つ
い
て
は
後
述
）。

そ
う
し
て
み
る
と
、
書
持
の
三
九
一
〇
番
歌
の
下
の
句
の
「
山
ほ
と
と
ぎ

す
」
に
は
擬
人
的
比
喩
の
用
法
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
久
邇
京
の

山
辺
に
住
む
家
持
を
意
識
し
「
山
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
万
葉
集
中
に
「
山
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
他
に
六
例
（
巻
八
・
一
四
六
九
番
歌
、

巻
十
・
一
九
四
〇
番
歌
、
一
九
七
八
番
歌
、
巻
十
八
・
四
〇
五
〇
番
歌
、
巻
十

九
・
四
二
〇
三
番
歌
、
四
二
一
〇
番
歌
）。
こ
の
中
に
は
「
あ
し
ひ
き
の
山
ほ

な

い
も

し
の

と
と
ぎ
す
汝
が
鳴
け
ば
家
な
る
妹
し
常
に
偲
は
ゆ
」（
巻
八
・
一
四
六
九
番

歌
）
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。
書
持
が
三
九
一
〇
番
歌
の
「
山
ほ
と
と
ぎ
す
」
に

擬
人
的
比
喩
の
手
法
を
用
い
た
際
、「
山
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
詠
む
次
の
よ
う
な

「
譬
喩
歌
」
を
特
に
考
慮
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

譬
喩
歌

さ
と

か
よ

と
よ

橘
の
花
散
る
里
に
通
ひ
な
ば�

山
ほ
と
と
ぎ
す
響
も
さ
む�

か�

も�

（
巻
十
・
一

九
七
八
番
歌
）

こ
の
歌
は
上
三
句
に
仮
定
条
件
句
、
下
二
句
に
「
山
ほ
と
と
ぎ
す
―
―
―
む

か
も
」
を
配
し
、
当
面
の
書
持
歌
三
九
一
〇
と
ま
っ
た
く
同
じ
歌
型
で
語
句
も

と
よ

共
通
す
る
。
ま
た
、「
橘
の
花
散
る
里
」
に
女
の
家
を
、「
山
ほ
と
と
ぎ
す
響
も

さ
む
か
も
」
に
人
が
騒
ぎ
立
て
る
こ
と
が
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
表�

面�

的�

に�

は�

詠�

物�

歌�

と�

見�

え�

る�

か
ら
か
、「
雑
歌
」
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

編
者
は
こ
の
歌
に
寓
意
を
読
み
と
っ
て
「
譬
喩
歌
」
の
小
題
を
記
し
た
の
で
あ

る
。こ

の
歌
と
同
様
、
書
持
の
三
九
一
〇
番
歌
も
、
表
面
上
は
詠
物
歌
と
見
え
る

面
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
質
は
譬
喩
の
手
法
を
も
つ
歌
な
の
で
あ
る
。
そ
う
捉

え
て
は
じ
め
て
三
九
一
〇
番
歌
は
読
み
解
け
る
の
で
あ
る
。
先
掲
の
異
論
は
書

持
歌
が
詠
物
歌
と
見
え
る
面
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
書
持
の
心
と
表

現
の
真
実
に
は
至
り
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

書
持
歌
は
「
楝
」
に
妻
に
「
逢
ふ
」
意
、
具
体
的
に
は
家
持
の
妻
坂
上
大
嬢

に
「
逢
ふ
」
意
を
こ
め
、「
山
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
久
邇
京
の
家
持
を
よ
そ
え
、「
離

れ
ず
来
む
か
も
」
に
い
つ
も
逢
え
る
こ
と
を
願
う
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
言

え
る
。
書
持
は
自
身
の
家
持
へ
の
思
い
と
と
も
に
、
家
持
と
妻
坂
上
大
嬢
の
二

人
を
思
い
や
っ
て
、
歌
の
表
現
に
こ
の
よ
う
な
意
を
こ
め
て
詠
ん
だ
の
で
あ

る
。
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松
田
聡
先
掲
論
に
は
、「
公
務
で
久
邇
京
に
い
る
家
持
に
対
し
、『
離
れ
ず

来
』
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
な
文
脈
は
成
り
立
ち
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。」

と
記
し
て
い
る
が
、
松
田
は
こ
の
文
学
の
本
質
が
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
現
実
に
は
な
か
な
か
逢
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
い
つ
も
逢
っ
て
い
た
い
と

い
う
思
い
が
い
っ
そ
う
つ
よ
く
つ
の
る
で
あ
る
。

た
か
を
か
の
か
ふ
ち
の
む
ら
じ

久
邇
京
に
い
た
「
高
丘
河
内
連
」
と
い
う
男
の
創
作
歌
で
、
久
邇
京
か
ら
奈

良
の
家
の
妻
に
逢
い
に
行
っ
た
時
の
男
の
歌
と
、
妻
が
夫
と
逢
い
え
た
よ
ろ
こ

び
の
中
に
二
人
居
続
け
る
こ
と
へ
の
希
求
を
こ
め
た
歌
が
次
の
よ
う
に
並
ん
で

置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

高
丘
河
内
連
が
歌
二
首

ふ
る
さ
と

ひ
と
へ
や
ま
こ

わ

故
郷
は
遠
く
も
あ
ら
ず
一
重
山
越
ゆ
る
が
か
ら
に
思
ひ
ぞ
我
が
せ
し
（
巻

六
・
一
〇
三
八
番
歌
）

わ

せ

こ

を

や
ま
だ
か

さ
と

て

我
が
背
子
と
ふ
た
り
し
居
ら
ば
山
高
み
里
に
は
月
は
照
ら
ず
と
も
よ
し

（
一
〇
三
九
番
歌
）

鉄
野
昌
弘
先
掲
論
に
は
、
書
持
歌
三
九
一
〇
番
歌
の
「
山
ほ
と
と
ぎ
す
」

は
、「
鈴
木
氏
の
言
う
よ
う
に
、
山
深
い
久
邇
京
に
住
む
家
持
を
意
識
し
た
表

現
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
家
持
自
身
と
言
う
よ
り
は
、
そ
の
形
代
と
言
う

べ
き
で
は
な
い
か
。」
と
言
う
が
、
こ
の
言
葉
は
書
持
の
三
九
一
〇
番
歌
に
答

え
た
家
持
の
第
三
首
三
九
一
三
番
歌
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
楝
の
枝
に
行
き
て
居

ば
」
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
適
用
す
べ
き
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は

す
で
に
筆
者
先
掲
論
文
に
、
奈
良
の
家
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
「
自
己
の
気

持
ち
を
託
し
た
ほ
と
と
ぎ
す
」「
家
持
の
思
い
を
掛
け
渡
す
そ
の
ほ
と
と
ぎ

す
」
と
記
し
て
い
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
書
持
の
三
九
一
〇
番
歌
の
擬
人
譬
喩

的
手
法
の
「
山
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
、
こ
れ
に
報
え
た
家
持
三
九
一
三
番
歌
の
形

代
的
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
は
表
現
の
位
相
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
鉄
野

論
文
は
こ
の
こ
と
に
思
い
至
っ
て
い
な
い
。

筆
者
前
掲
論
文
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
書
持
の
二
首
は
、
父
大
伴
旅
人
の
妻

の
死
を
悼
ん
だ
山
上
憶
良
の
「
日
本
挽
歌
」
の
反
歌
第
四
首
七
九
八
番
歌
と
、

そ
れ
に
深
く
有
機
的
に
か
か
わ
る
巻
八
・
一
四
七
二
、
一
四
七
三
番
歌
（
次

掲
）
の
手�

法�

を
十
分
考
慮
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

し
き
ぶ
の
た
い
ふ
い
そ
の
か
み
か
つ
を
の
あ
そ
み

式
部
大
輔
石
上
堅
魚
朝
臣
が
歌
一
首

き

と
よ

う

と
も

こ

と

ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
響
も
す
卯
の
花
の
伴
に
や
来
し
と
問
は
ま
し
も
の
を

（
巻
八
・
一
四
七
二
番
歌
）

じ
ん
き

つ
ち
の
え
た
つ

だ
ざ
い
の
そ
ち

い
ら
つ
め

右
は
、
神
亀
五
年
戊
辰
に
、
大
宰
帥
大
伴
卿
ま
へ
つ
き
みが

妻
大
伴
郎
女
、

や
ま
ひ

ち
ょ
う
せ
い

病
に
遇
ひ
て
長
逝
す
。
そ
の
時
に
、
勅
使
式
部
大
輔
石
上
朝
臣
堅

つ
か

も

と
ぶ
ら

た
ま

魚
を
大
宰
府
に
遣
は
し
て
、
喪
を
弔
ひ

あ
は

せ
て
物
を
賜
ふ
。
そ
の
事

を
は

は
ゆ
ま
づ
か
ひ

き

す
で
に
畢
り
て
、
駅
使
と
府
の
諸
卿
ま
へ
つ
き
み
た
ち

大
夫
等
と
、
と
も
に
記
夷
の

き

ば
う
い
う

城
に
登
り
て
望
遊
す
る
日
に
、
す
な
は
ち
こ
の
歌
を
作
る
。

こ
た

大
宰
帥
大
伴
卿
が
和
ふ
る
歌
一
首

た
ち
ば
な

さ
と

か
た
こ
ひ

橘
の
花
散
る
里
の
ほ
と
と
ぎ
す
片
恋
し
つ
つ
鳴
く
日
し
ぞ
多
き
（
巻

八
・
一
四
七
三
番
歌
）

石
上
堅
魚
の
一
四
七
二
番
歌
は
、「
卯
の
花
」
を
大
伴
旅
人
の
妻
大
伴
郎
女

に
、「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
旅
人
に
見
立
て
、
妻
を
亡
く
し
た
旅
人
へ
の
同
情
と
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慰
撫
を
込
め
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
和
し
た
旅
人
の
一
四
七
三
番
歌
は
、「
橘

の
花
」
に
妻
を
、「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
旅
人
自
身
を
よ
そ
え
て
亡
妻
思
慕
の
情

を
述
べ
て
い
る
。

書
持
は
「
日
本
挽
歌
」
と
と
も
に
右
の
二
首
を
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
首
に
用
い
ら
れ
て
い
る
如
上
の
見
立
て
や
譬
喩
の
手
法
を
も

参
照
し
て
三
九
一
〇
番
歌
を
詠
み
成
し
た
の
で
あ
る
。

筆
者
前
掲
論
文
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
書
持
の
三
九
〇
九
番
歌
の
「
橘
」

の
花
と
三
九
一
〇
番
歌
の
「
楝
」
の
取
り
合
わ
せ
も
、「
日
本
挽
歌
」
七
九
八

番
歌
の
「
楝
」
と
右
の
巻
八
・
一
四
七
三
番
歌
の
「
橘
の
花
」
と
い
う
妻�

へ�

の�

愛�

と�

か�

か�

わ�

る�

植�

物�

の�

取�

り�

合�

わ�

せ�

を
強
く
意
識
し
た
こ
と
に
よ
る
と
言
え

る
。「

橘
」
の
花
は
、
家
持
と
妻
坂
上
大
嬢
の
愛
す
る
花
の
一
つ
で
あ
つ
た
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
巻
八
に
は
、
結
婚
前
に
、
家
持
が
坂
上
大
嬢
に

よ

贈
っ
た
「
大
伴
家
持
、
橘
の
花
を
攀
ぢ
て
、
坂
上
大
嬢
に
贈
る
歌
一
首
せ
て

短
歌
」（
巻
八
・
一
五
〇
七
〜
一
五
〇
九
番
歌
）
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

長
歌
一
五
〇
七
番
歌
に
、

わ

も
も
え

お

い
か
と
い
か
と

あ
る
我
が
や
ど
に

百
枝
さ
し

生
ふ
る
橘

玉
に
貫

さ
つ
き

け

い

く

五
月
を
近
み

あ
え
ぬ
が
に

花
咲
き
に
け
り

朝
に
日
に

出
で

い
き

を

あ

お
も

い
も

つ
く
よ

見
る
ご
と
に

息
の
緒
に

我
が
思
ふ
妹
に

ま
そ
鏡

清
き
月
夜
に

ひ
と
め

た
だ
一
目

見
す
る
ま
で
に
は

散
り
こ
す
な

ゆ
め
と
言
ひ
つ
つ

こ

わ

も

こ
だ
く
も

我
が
守
る
も
の
を
…
…
後
略
…
…

と
歌
い
、
反
歌
第
一
首
に

も
ち

わ
ぎ
も

こ

お
も

望
ぐ
た
ち
清
き
月
夜
に
我
妹
子
に
見
せ
む
と
思
ひ
し
や
ど
の
橘
（
一
五
〇

八
番
歌
）

と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
大
伴
家
持
の
報
送
歌

家
持
報
送
歌
三
九
一
一
〜
三
九
一
三
番
歌
の
序
文
は
、
初
夏
の
時
候
に
対
す

る
家
持
の
格
別
な
思
い
に
望
郷
の
念
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

る
「
鬱
結
の
緒
」
を
作
歌
に
よ
っ
て
散
ら
そ
う
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

「
鬱
結
」
の
語
は
、
萬
葉
集
中
他
に
三
例
。
そ
の
山
上
憶
良
の
巻
五
・
八
六

八
〜
八
七
〇
番
歌
の
序
、
家
持
の
巻
十
七
・
三
九
七
六
〜
三
九
七
七
番
歌
の

序
、
家
持
の
巻
十
九
・
四
二
四
八
〜
四
二
四
九
番
歌
の
序
の
例
を
検
討
す
れ

ば
、「
鬱
結
」
の
語
は
、
心
通
い
合
う
掛
け
替
え
の
な
い
人
（
こ
こ
で
は
、
弟

書
持
や
妻
坂
上
大
嬢
）
と
離
れ
て
一
人
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
び
し
さ
を
反

映
す
る
語
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
鬱
結
」
の
語
の
用
法
と
、
前
述
の
書
持
歌
の
手
法
と
を
考
慮
す
れ

ば
、「
鬱
結
の
緒
」
は
、
書
持
が
い
て
、
家
持
の
妻
坂
上
大
嬢
が
留
守
を
ま
も
っ

て
い
る
「
奈
良
の
宅
」
へ
の
望
郷
の
思
い
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

家
持
の
第
一
首
三
九
一
一
番
歌
は
、
書
持
の
二
首
に
対
し
て
答
え
た
歌
で
、

こ

ま

久
邇
京
で
の
侘
び
住
ま
い
を
象
徴
す
る
「
山
辺
」
に
在
っ
て
、
木
の
間
を
く

ぐ
っ
て
は
毎
日
鳴
く
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て
、
望
郷
の
心
を
慰

家持と書持の贈報再論
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め
て
い
る
旨
を
詠
ん
で
い
る
。

そ
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
鳴
き
声
の
永
続
性
を
強
く
希
求
し
た
の
が
、
第
二

首
三
九
一
二
番
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、

わ

は

ひ

け

き

我
が
や
ど
の
葛く
ず

葉
日
に
異
に
色
づ
き
ぬ
来
ま
さ
ぬ
君
は
何
心
ぞ
も
（
巻

十
・
二
二
九
五
番
歌
）

の
例
を
考
慮
す
る
と
、「
ほ
と
と
ぎ
す
何
の
心
ぞ
」
と
非
難
す
る
こ
と
で
、
橘

の
玉
貫
く
月
だ
け
で
な
く
一
年
中
常
に
鳴
い
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
歌
と
捉

え
ら
れ
る
。
書
持
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
い
つ
も
聞
い
て
い
た
い
と
歌
っ
た
表

面
上
の
意
に
共
鳴
し
た
歌
で
あ
る
。

こ
の
三
九
一
二
番
歌
に
つ
い
て
、
松
田
聡
先
掲
論
に
は
、「
橘
の
玉
貫
く

月
」
を
五
月
と
し
、

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と�

い�

う�

も�

の�

は�

ど
う
い
う
心
で
五
月
に
限
っ
て
鳴
い
て
声

を
響
か
せ
る
の
か
」
と
い
さ
さ
か
観
念
的
に
詠
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
つ
ま
り
、
こ
こ
久
迩
京
で
は
四
月
の
今
も
鳴
い
て
い
る
の
に
、
世
間

で
五
月
の
鳥
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
、
通
念

に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
傍
点
は
松
田
自
身
に
よ

る
）

と
記
し
、

家
持
は
、
書
持
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
常
住
を
願
っ
て
「
橘
は
常
花
に
も
が
」

と
歌
う
の
に
対
し
て
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
の
は
何
も
「
橘
の
玉
貫
く

月
」（＝

五
月
）
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
、
と
い
う
機
転
で

応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
捉
え
方
は
書
持
歌
三
九
〇
九
番
歌
と
う
ま
く
か
み
合

と
こ
は
な

と
こ

わ
な
い
。
先
掲
の
「
何
心
ぞ
」
の
例
や
書
持
歌
の
「
常
花
に
も
が
」
の
「
常
」
、

「
住
む
と
来
鳴
か
ば
」
の
「
住
む
」
の
用
法
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
の
捉
え
方

に
は
無
理
が
あ
る
。
左
注
に
「
四
月
の
三
日
」、
歌
に
「
玉
貫
く
月
」
と
あ
る

点
に
つ
い
て
も
、『
全
釈
』
の
「
続
紀
に
よ
る
と
、
天
平
十
三
年
は
閏
三
月
が

あ
つ
た
の
だ
か
ら
、
四
月
は
例
年
の
五
月
の
や
う
な
気
節
で
あ
つ
た
の
で
あ

る
。」
と
い
う
事
情
説
明
に
尽
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

松
田
聡
先
掲
論
は
「
久
迩
京
で
は
四
月
の
今
も
鳴
い
て
い
る
の
に
、
世
間
で

五
月
の
鳥
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
、
四
月
、
五

と
こ
は
な

月
と
い
う
月
を
問
題
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
書
持
歌
の
「
常
花
に
も
が
」
の

と
こ

「
常
」
は
月
の
限
定
を
超
越
す
る
意
味
を
持
つ
語
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
の

家
持
歌
三
九
一
二
番
歌
は
、「
橘
の
玉
貫
く
月
」
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
を
せ
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
の
限
定
を
超
越
し
て
い
つ
も
鳴
い
て
ほ
し
い
と
い
う
思

い
を
述
べ
た
歌
な
の
で
あ
る注

7

。

家
持
の
第
三
首
三
九
一
三
番
歌
は
、
書
持
の
第
二
首
三
九
一
〇
番
歌
に
和
し

た
歌
で
、
書
持
歌
と
同
様
、「
楝
」
に
妻
に
「
逢
ふ
」
の
意
を
込
め
て
い
る
。

あ

ふ

ち

や
す

こ
の
家
持
歌
の
「
楝
」
の
原
文
表
記
は
「
安
不
知
」。
三
文
字
で
「
安
き
こ

よ

と
知
ら
ず
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
万
葉
集
中
の

な
に

ほ

い

あ

い
も

何
せ
む
に
命
を
も
と
な
長
く
欲
り
せ
む
生
け
り
と
も
我
が
思
ふ
妹
に
や
す

く
逢あ

は
な
く
に
（
巻
十
一
・
二
三
五
八
番
歌
）
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の
第
五
句
六
句
の
原
文
表
記
「
吾
念
妹

安
不
相
」
や
、

よ
る

ね

や
す

し
ろ
た
へ

こ
ろ
も

ぬ

た
だ

夜
も
寝
ず
安
く
も
あ
ら
ず
白
栲
の
衣
は
脱
か
じ
直
に
逢あ

ふ
ま
で
に
（
巻
十

二
・
二
八
四
六
番
歌
）

の
第
二
句
「
安
く
も
あ
ら
ず
」
の
原
文
表
記
「
安
不
有
」
な
ど
と
密
接
に
か
か

わ
る
表
記
で
あ
る
。
家
持
は
「
楝
」
に
書
持
と
同
様
に
妻
に
「
逢
ふ
」
意
を
こ

め
た
け
れ
ど
も
、
た
や
す
く
逢
え
な
い
現
状
を
嘆
い
て
心
安
ら
ぐ
こ
と
は
な
い

意
を
「
安
不
知
」
の
表
記
に
よ
っ
て
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
九
一
三
番
歌
の
上
三
句
「
ほ
と
と
ぎ
す
楝
の
枝
に
行
き
て
居
ば
」
は
、
家

持
の
も
と
で
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
が
、
隔
て
る
山
を
越
え
、
書
持
や
妻
坂
上
大
嬢と

の
い
る
奈
良
の
宅
へ
飛
び
ゆ
き
、
妻
に
逢
う
の
意
の
こ
も
る
「
楝
」
の
枝
に
留

ま
る
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。
書
持
の
三
九
一
〇
番
歌
の
「
山
ほ
と
と
ぎ
す
離

れ
ず
来
む
か
も
」
を
う
け
て
、
自
ら
は
奈
良
の
宅
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
が

ゆ
え
に
、
自
己
の
気
持
ち
を
託
し
た
文
芸
上
の
ほ
と
と
ぎ
す
を
、
ど
う
し
て
も

ゆ

奈
良
の
宅
に
飛
び
行
か
せ
な
け
れ
ば
心
が
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
ほ
と
と
ぎ
す
楝
の
枝
に
行
き
て
居
ば
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
家
持
の
心

魂
は
、
弟
の
書
持
や
妻
の
坂
上
大
嬢
の
い
る
故
郷
奈
良
の
宅
へ
と
回
帰
し
て
い

く
の
で
あ
る
。

お

と

家
持
の
心
魂
を
届
け
る
そ
の
ほ
と
と
ぎ
す
が
、
楝
の
枝
に
降
り
留
ま
っ
た
瞬

時
に
枝
が
揺
れ
、
花
が
散
る
様
子
を
美
し
く
思
い
描
い
て
「
行
き
て
居
ば
花
は

散
ら
む
な
玉
と
見
る
ま
で
」
と
詠
ん
で
い
る
。「
楝
」
の
散
る
紫
が
か
っ
た
白

い
花
（
幻
想
）
を
こ
ぼ
れ
落
ち
る
飾
り
玉
（
幻
想
）
と
見
立
て
た
万
葉
集
中
唯

一
の
表
現
で注

8

、
書
持
と
と
も
に
妻
坂
上
大
嬢
の
い
る
故
郷
奈
良
の
宅
の
情
景

を
、
憧
景
を
も
っ
て
美
的
に
幻
想
し
た
表
現
で
あ
る
。
光
の
中
を
静
か
に
散
り

こ
ぼ
れ
る
楝
の
花
の
き
ら
め
く
幻
想
は
、
飾
り
「
玉
」
の
き
ら
め
き
の
よ
う
に

こ
よ
な
く
美
し
い
。
こ
の
美
し
い
幻
想
の
景
は
心
の
救
い
と
し
て
機
能
し
、
家

持
は
鬱
結
の
緒
を
払
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
美
的
飾
り
玉
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
考
え

ら
れ
る
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
め
は
、
後
に
越
中
国
守
で
あ
っ
た
大
伴
家
持

が
、
留
守
を
守
っ
て
奈
良
の
大
伴
氏
の
家
に
い
る
妻
坂
上
大
嬢
に
贈
る
た
め

あ
や
め

に
、
真
珠
（
白
珠
）
を
願
っ
た
次
の
よ
う
な
歌
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
菖
蒲

ぐ
さ

か
ず
ら

草
や
橘
の
花
に
交
え
て
白
玉
を
緒
に
通
し
て
縵
に
す
る
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
ら
た
ま

京
の
家
に
贈
る
た
め
に
、
真
珠
を
願
ふ
歌
一
首
せ
て
短
歌

す

す

あ

ま

み
か
み

か
づ

あ
は
び

珠
洲
の
海
人
の

沖
つ
御
神
に

い
渡
り
て

潜
き
取
る
と
い
ふ

鰒

た
ま

い

ほ

ち

み
こ
と

こ
ろ
も
で

玉

五
百
箇
も
が
も

は
し
き
よ
し

妻
の
命
の

衣
手
の

別
れ
し

よ
と
こ
か
た

あ
さ
ね
が
み

け
づ

い

時
よ

ぬ
ば
た
ま
の

夜
床
片
さ
り

朝
寝
髪

搔か

き
も
梳
ら
ず

出
で

こ

つ
き
ひ

よ

て
来
し

月
日
数
み
つ
つ

嘆
く
ら
む

心
な
ぐ
さ
に

ほ
と
と
ぎ
す

き

な

さ
つ
き

ま
じ

来
鳴
く
五
月
の

あ
や
め
ぐ
さ

花
橘
に

貫
き
交
へ

か
づ
ら
に
せ
よ

つ
つ

や

と

包
み
て
遣
ら
む
（
巻
十
八
・
四
一
〇
一
番
歌
）

し
ら
た
ま

つ
つ

や

白
玉
を
包
み
て
遣
ら
ば
あ
や
め
ぐ
さ
花
橘
に
あ
へ
も
貫
く
が
ね
（
四
一
〇

二
番
歌
）

〈
以
下
三
首
省
略
〉

二
つ
め
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
書
持
が
そ
の
第
一
首
三
九
〇
九
番
歌

に
お
い
て
、
か
つ
て
（
結
婚
前
に
）
家
持
が
坂
上
大
嬢
に
贈
っ
た
巻
三
・
四
〇

八
番
歌
を
踏
ま
え
た
よ
う
に
、
家
持
が
第
三
首
三
九
一
三
番
歌
に
飾
り
「
玉
」

を
詠
ん
だ
下
地
に
は
、
か
つ
て
家
持
か
ら
坂
上
大
嬢
に
贈
っ
た
、
ま
た
は
家
持

家持と書持の贈報再論
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と
坂
上
大
嬢
で
贈
答
し
た
、
次
の
よ
う
な
「
玉
」
の
歌
が
存
在
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

大
伴
宿
禰
家
持
、
同
じ
き
坂
上
家
の
大
嬢
に
贈
る
歌
一
首

け

ほ

て

か

朝
に
日
に
見
ま
く
欲
り
す
る
そ
の
玉
を
い
か
に
せ
ば
か
も
手
ゆ
離
れ
ず
あ

ら
む
（
巻
三
・
四
〇
三
番
歌
）

大
伴
坂
上
大
嬢
、
大
伴
宿
禰
家
持
に
贈
る
歌
三
首
（
そ
の
内
の
第
一

首
）

ま

玉
な
ら
ば
手
に
も
巻
か
む
を
う
つ
せ
み
の
世
の
人
な
れ
ば
手
に
巻
き
か
た

し
（
巻
四
・
七
二
九
番
歌
）

こ
た

ま
た
、
大
伴
宿
禰
家
持
が
和
ふ
る
歌
三
首
（
そ
の
第
三
首
）

あ

お
も

い
も

我
が
思
ひ
か
く
て
あ
ら
ず
は
玉
に
も
が
ま
こ
と
も
妹
が
手
に
巻
か
れ
な
む

（
巻
四
・
七
三
四
番
歌
）

家
持
の
巻
三
・
四
〇
三
番
歌
は
、
書
持
が
三
九
〇
九
番
歌
を
詠
み
成
す
際
に

踏
ま
え
た
前
掲
巻
三
・
四
〇
八
番
歌
の
五
首
前
に
位
置
す
る
歌
で
あ
る
。
第
五

句
に
書
持
の
三
九
一
〇
番
歌
と
同
様
に
「
離
れ
ず
」
を
用
い
て
い
る
。
書
持
は

こ
の
四
〇
三
番
歌
も
む
ろ
ん
心
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
四
〇
三
番
歌
を
踏

ま
え
て
、
坂
上
大
嬢
と
家
持
の
贈
答
歌
が
展
開
し
て
い
る
。
右
の
三
首
は
、
家

持
と
坂
上
大
嬢
が
互
い
を
「
玉
」
に
譬
え
、
い
つ
も
一
緒
に
い
た
い
思
い
を
詠

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

家
持
と
坂
上
大
嬢
の
か
つ
て
の
思
い
出
の
「
玉
」
の
歌
々
を
想
起
さ
せ
る
三

九
一
三
番
歌
の
美
し
い
幻
想
の
「
玉
」
の
歌
が
、
久
邇
京
と
奈
良
の
宅
と
に
離

れ
離
れ
に
あ
る
家
持
と
坂
上
大
嬢
の
逢
い
た
い
と
い
う
思
い
を
強
く
結
び
つ
け

る
の
で
あ
る
。

（
二
〇
一
六
年
〈
平
成
二
十
八
〉
年
十
月
二
日
）

（
注
）

1
、
山
梨
英
和
短
期
大
学
「
紀
要
」
第
二
一
号

2
、「
萬
葉
」
一
六
三
号
。
同
様
な
詠
物
詩
の
観
点
に
拠
る
も
の
に
、
花
井

し
お
り
「『
橘
』
と
『
あ
ふ
ち
』」（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
「
研
究
年

報
」
第
47
号
、
二
〇
〇
三
〈
平
成
十
五
〉
年
十
二
月
発
行
）
が
あ
る
。

3
、「
萬
葉
」
二
百
二
十
二
号

4
、
鈴
木
武
晴
「
大
伴
家
持
・
坂
上
大
嬢
と
藤
原
郎
女
」、
美
夫
君
志
第
四

十
七
号
、
一
九
九
三
〈
平
成
五
〉
年
十
一
月
発
行

5
、
こ
の
こ
と
は
、
家
持
が
四
〇
八
番
歌
を
書
持
に
も
見
せ
、
語
っ
た
こ
と

を
告
げ
る
。
家
持
が
坂
上
大
嬢
と
結
婚
す
る
前
か
ら
、
家
持
は
書
持
に

坂
上
大
嬢
の
こ
と
を
話
し
、
家
持
が
坂
上
大
嬢
に
贈
っ
た
歌
に
つ
い
て

も
、
書
持
に
語
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
家
持
に
と
っ
て
書
持

は
、
歌
文
芸
に
つ
い
て
も
率
直
に
語
り
合
い
、
高
め
合
う
こ
と
の
で
き

る
弟
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

あ
ふ
み

6
、
同
様
の
例
と
し
て
、「
近
江
」
の
「
あ
ふ
」
に
「
逢
ふ
」
を
か
け
た
、

わ
ぎ
も

こ

あ
ふ
み

や
す

や
す
い

我
妹
子
に
ま
た
も
近
江
（
原
文
「
相
海
」）
の
安
の
川
安
寐
も
寝
ず

に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
巻
十
二
・
三
一
五
七
番
歌
）

や
、
次
の
歌
が
あ
る
。
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あ
を
に
よ
し

奈
良
山
過
ぎ
て

も
の
の
ふ
の

宇
治
川
渡
り

を
と
め

さ
か
や
ま

た

む

ぬ
さ

娘
子
ら
に

逢あ
ふ

坂
山
に

手
向
け
く
さ

幣
取
り
置
き
て

我
妹
子

あ
ふ
み

き

よ

は
ま
へ

に

近
江
（
原
文
「
相
海
」）
の
海
の

沖
つ
波

来
寄
る
浜
辺
を

あ

い
も

ほ

く
れ
く
れ
と

ひ
と
り
ぞ
我
が
来
る

妹
が
目
を
欲
り
（
巻
十

三
・
三
二
三
七
番
歌
）

を
と
め

こ
の
歌
に
は
「
娘
子
ら
に
逢
坂
山
（
原
文
「
相
坂
山
」）」
の
例
も
見
ら

わ
ぎ
も

こ

さ
か
や
ま

れ
る
。「
我
妹
子
に
逢あ
ふ

坂
山
」（
原
文
「
和
伎
毛
故
尓

安
布
左
可
山
」）

の
例
は
、
後
掲
の
巻
十
五
・
三
七
六
二
番
歌
に
存
在
す
る
。

あ
ふ
ち

以
上
の
よ
う
な
用
法
を
書
持
は
心
得
て
い
て
、「
楝
」
の
「
あ
ふ
」

に
「
逢
ふ
」
の
意
を
こ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

7
、
松
田
聡
論
文
が
査
読
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ

る
。
そ
の
疑
問
は
査
読
担
当
編
集
委
員
の
読
み
の
問
題
に
ま
で
及
ぶ
。

担
当
編
集
委
員
は
査
読
の
際
に
松
田
引
用
の
二
十
八
年
前
の
筆
者
前
掲

論
文
を
読
ん
で
確
認
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

8
、
鈴
木
武
晴
『
テ
ー
マ
別
万
葉
集
』
第
八
章
「
万
葉
の
兄
弟
」、
お
う
ふ

う
、
二
〇
〇
一
（
平
成
十
三
）
年
二
月
、
二
一
四
頁

（
補
考
）

家
持
は
越
中
国
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
天
平
十
八
（
七
四
六
）
年
の
秋

お
と
ひ
と

か

な

に
、
弟
書
持
を
亡
く
し
た
。
そ
し
て
、「
長
逝
せ
る
弟
を
哀
傷
し
ぶ
る
歌
」（
巻

十
七
・
三
九
五
七
〜
三
九
五
九
番
歌
）
を
作
っ
た
。
そ
の
短
歌
三
九
五
九
番
歌

は
、

こ
し

あ
り
そ

か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
越
の
海
の
荒
磯
の
波
も
見
せ
ま
し
も
の
を

と
い
う
。
こ
の
歌
は
、
書
持
が
家
持
と
の
贈
報
歌
群
の
三
九
一
〇
番
歌
を
成
す

際
に
考
慮
し
た
山
上
憶
良
の
「
日
本
挽
歌
」
の
第
四
首
七
九
八
番
歌
の
直
前
に

存
す
る
第
三
首
七
九
七
番
歌
の

く
や

く
ぬ
ち

悔
し
か
も
か
く
知
ら
ま
せ
ば
あ
を
に
よ
し
国
内
こ
と
ご
と
見
せ
ま
し
も
の

を

を
踏
ま
え
て
の
詠
で
、
当
面
の
贈
報
歌
群
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
書
持
の
家
持
と

そ
の
妻
坂
上
大
嬢
へ
の
思
い
や
り
に
寄
り
添
う
挽
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

受
領
日

二
〇
一
六
年
十
月
五
日

受
理
日

二
〇
一
六
年
十
一
月
九
日
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