
亡
妻
追
悼
の
一

形
態

一

序

神
亀
五
（
七
二
八）
年、

大
宰
帥
大
伴
旅
人
は、

任
地
へ
伴
っ
た
要
を
亡

く
し
た。
浩
任
後
幾
許
も
経
な
い、

棟
の
花
が
散
る
頃
で
あ
っ
た。
旅
人
に

は
亡
要
挽
歌―
一
首
が
あ
る
が、
そ
れ
ら
は
多
く、
三
年
の
後、

大
宰
府
を

離
れ
る
際
に
詠
ま
れ
た。

旅
人
の
亡
要
挽
歌
と
は
別
途
に、

要
の
死
の
直
後、

神
屯
五
年
七
月
二
十

一
日
に、
こ
の
要
の
死
を
悼
む
壮
大
な
作
品
が
山
上
憐
良
に
生
ま
れ
た。
旅

人
に
献
上
さ
れ
た
日
本
挽
歌
が、
そ
れ
で
あ
る。

盗
岡

四
生
起
滅
方――
拶
皆
空
一

三
界
涙
流
附
1一
環
不

な忠

所
以

維
庶
大
士
在
1一
干
方
丈ー

有レ
恢_―
染
疾
之
息一

楼
遵
能
仁
坐二
於

嬰
林一

鉦�レ
免＿一
泥
涯
之サ
戸

故
知
――
型
至
極
不レ
能レ
彿
1ー
カ

負
之
葬
至
l

-―一
干
世
界
誰
能
逃
l一
黒
闇
之
捜
来―

二
鼠
競
走
而

度レ
目
之
烏
旦
飛

四
蛇
争
侵
而
過レ
隙
之
駒
夕
走

嵯
乎
痛
哉

紅
顔
共
t

l

三
従ー
長
逝

索
質
与ーー
四
徳
l、
氷
滅

何
函

偕
老
述二
於

要
期
l

獨
飛
生二
於
半
路-

OO
室
屏
風
徒
張

断
腸
之
哀
弥
痛

枕

頭
明
鏡
空
懸

染
蒟
之
涙
逗
落

泉
門一
掩

紐
図
由ーー
再
見
一

（
七
九
六）

は
し
き
よ
し
か
く
の
み
か
ら
に
癌
ひ
来
し
妹
が
心
の
す
べ
も
す
ぺ
な
さ

反
歌

の
ふ
た
り
並
び
居

大
君
の
遠
の
朝
廷
と

し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
国
に

泣
く
子
な
す
器
ひ
来

ま
し
て

息
だ
に
も
い
ま
だ
休
め
ず

年
月
も
い
ま
だ
あ
ら
ね
ば

心

ゆ
も
恩
は
ぬ
間
に

う
ち
靡
き
臥
や
し
ぬ
れ

言
は
む
す
べ
為
む
す
べ

知
ら
に

石
木
を
も
問
ひ
放
け
知
ら
ず

家
な
ら
ば
か
た
ち
は
あ
ら
む

恨
め
し
き
妹
の
命
の

我
れ
を
ば
も
い
か
に
せ
よ
と
か

に
ほ
烏

語
ら
ひ
し
心
背
き
て

家
離
り
い
ま
す

家
に
行
き
て
い
か
に
か
我
が
せ
む
枕
付
く
要
屋
寂
し
く
思
ほ
ゆ
べ
し
も

本
願
託
-

1

生
彼
浄
刹

日
本
挽
歌ー
首

愛
河
波
浪
巳
先
滅

呼
哀
哉

ー
日
本
挽
歌
「
大
野
山」

を
め
ぐ
っ
て
1

苦
海
煩
悩
亦
無レ
結

小

西

従
来
獄一
離
此
検
土一

里

(
5
七
九
四）

（
七
九
五）

沙
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美
世
庶
斯
母
乃
乎

伊
毛
何
美
斯

阿
布
知
乃
波
那
波

知
利
奴
倍
斯

阿
乎
ホ
与
斯

之
多
比
己
之

和
我
那
久
那
美
多

の
を

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

庶
久
良
豆
久

（
七
九
九）

都
庶
夜
佐
夫

伊
毛
我
己
許
呂
乃

久
奴
知
許
等
其
等

神
亀
五
年
七
月
二
十一
日

筑
前
国
守
山
上
憶
良
上

山
上
憶
良
は、
旅
人
に
な
り
か
わ
っ
て
要
を
悼
む
痛
切
な・心
を
う
た
っ
た。

そ
の
構
成
は
憶
良
ら
し
い
理
知
に
溢
れ
る
も
の
で、
序
文
と
淡
詩、
長
歌
と

反
歌
と
い
う
均
整
の
取
れ
た
姿
を
見
せ
て
い
る。

こ
の
見
事
な
作
品
に
寄
せ
ら
れ
た
論
は
数
多い（
翡姐←
印
蹂に

祁坪筏芯
坦
匂＂）。

そ
れ
ら
諸
説
を
踏
ま
え
な
が
ら、
本
稲
は
独
自
に
作
品
最
終
部
の一
首
に
滸

目
し
て、
い
さ
さ
か
の
論
を
展
開
し
て
み
た
い。

最
終
反
歌
の一
首
に
注
目
す
る
と、
ま
ず
原
文
の
表
記
に
お
い
て
あ
る
特

徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く。
い
ま
短
歌
五
首
の
み
示
す。

伊
弊
か
由
伎
豆

伊
可
ホ
可
阿
我
世
武

斯
久

於
母
保
由
倍
斯
母

伴
之
伎
与
之

加
久
乃
未
可
良
ホ

須
別
毛
須
別
那
佐

久
夜
斯
可
母

可
久
斯
良
磨
世
婆

大
野
山
霧
立
ち
わ
た
る
我
が
咲
く
お
き
そ
の
風
に
霧
立
ち
わ
た
る
（
七
九
八）

（
七
九
七）

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

和
何
那
宜
久

於
伎
悌
乃
可
是
か

一
字一
音

伊
庶
廂
飛
那
久
休

●
大
野
山

紀
利
多
知
和
多
流

利
多
知
和
多
流

一
瞥
し
て
分
か
る
よ
う
に、
飛
終
反
歌
「
大
野
山」
の
み
が、

の
仮
名
で
は
な
く、
正
訓
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る。

巻
五
の
表
記
に
は、
原
則
と
し
て
仮
名
宵
き
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多い。

特
に
短
歌
に
お
い
て
そ
の
領
向
は
顕
著
で
あ
り、
日
本
挽
歌
の
短
歌
五
首
も

例
外
で
は
な
い。
巻
五
に
見
ら
れ
る
他
の
憶
良
作
に
お
い
て
も
同
様
で、
次

の
通
り
で
あ
る。

さ

よ

ひ

め

の

．
』

が

ひ

れ

ふ

り

し

ャ

9

の

な

の

ん

や

1
麻
都
良
我
多

佐
欲
比
賣
能
故
何

比
列
布
利
斯

夜
麻
能
名
乃
尾
夜

さ

さ

つ

つ

を

ら

し

伎、
都、
遠
良
武

（
八
六
八〉

2
比
等
母
祢
能

宇
良
夫
稜
返
留
ホ

多
都
多
夜
麻

美
麻
知
可
豆
加
婆

ゎ

す

ら

し

な

し

．

和
周
良
志
奈
牟
迦

（八
七
七）

1
で
は
九
州
の
地
名
「
松
補
潟」
を、
2
で
は
「
滝
田
山」
と
い
う
山
名
を、

そ
れ
ぞ
れ
仮
名
で
表
記
し
て
い
る
例
が
確
認
で
き
る。
「
大
野
山」
の
み
を

正
訓
字
で
記
し
た
の
は、
特
異
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

何
故、
「
大
野
山」
の
み
を
正
訓
字
で
記
し
た
の
か。
日
本
挽
歌
は、
憶

良
の
原
稿、
あ
る
い
は
街
簡
が
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る。
諸

本
で一
致
し
て
い
る
こ
の
表
記
に
は、
作
者
憶
良
の
あ
る
特
別
な
意
図
が
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い。

山
名
「
大
野
山」
を、
強
開
し
た
意
味
は
何
か。
そ
し
て、
そ
の
「
大
野

山」
が
作
品
の
閉
じ
め
の一
首
に
登
場
す
る
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か。
妻 紀
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亡
き
後
に
旅
人
周
辺
で
作
ら
れ
た
作
品
と
大
野
山
と
の
関
わ
り
を
読
み
解
く

こ
と
で、
探
っ
て
い
こ
う
と
思
う。

二

「
大
野
山」

と
う
た
う
意
味

大
野
山
は、
大
宰
府
政
庁
の
北
に
あ
る
現
在
の
四
王
寺
山
と
い
わ
れ
る。

こ
の
山
の
名
称
に
つ
い
て
は
甜
説
あ
る
が、
現
在
最
も
支
持
を
得
て
い
る
論

は`

ill
潟
久
孝
「
萬
菜
集
注
繹j
が
採
用
し
た、
本
田
義
彦
「
此
の
城
の
山

考」
（『
国
glf
oo
文」
二
0
怨
石ツ）
で
あ
る。
本
田
氏
は、
梢
力
的
な
実
地
潤
査
と、

緻
密
な
歴
史
文
献
の
闘
査
か
ら、
大
野
山
は、
万
業
集
に
お
い
て
「
此
の
城

の
山」
(
5
八
ニ――-）、
「
大
城
山」
（
8-
四
七
四、
10
ニー
九
七）
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
と
同一
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た。

氏
の
考
え
に
よ
り
つ
つ、
以
下
に
山
名
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
歴
史

姿
科
の一
部
を
年
代
顧
に
挙
げ
て
み
る。

1
秋
八
月、
遣二
逹
率
答
炸
春
初一、

築一
城
於
長
門
国―°
逍二
逹
率
懐
祖

福
留・
逹
率
四
比
福
夫
於
筑
紫
殴
へ
築ーー
大
野
及
橡
二
城ー。

〔
日
本
柑
紀、
天
智
四
（
六
六
五）
年〕

2
應レ
奉

な翌
四
天
王
寺
捻
像
四
艇ー
事

各
高
六
尺

.‘

.
，
+
'

..
 '·:｛
長
令下
大
宰
府。
直
薪
羅
國

涵匪
浄
地。

翌
造
祉＂
像
ー。

懇却
其
災上。

〔
類
緊＿―-
代
格、
宝
屯
五
（
七
七
四）
年〕

3.：・・・
大
宰
府
司
於
-

i

城
山
四
王
院一。

転丑阻
金
剛
般
若
経
三
千
巻。
般

若
心
経
三
万
造。
以
奉レ
鉗
祠・心

砧射伏
兵
疫ー。

〔
日
本
三
代
実
鉗`
貞
観
八
（
八
六
六）
年
二
月
十
四
日〕

大
野
山
に
つ
い
て
の
最
古
の
資
科
は、
1
の
日
本
密
紀
天
智
四
年
の
記
事

で
あ
る。
天
智
二
年
の
白
村
江
の
戦
い
で
の
大
敗
に
よ
り、
防
衛
の
た
め
に

都
府
楼
北
の
「
大
野」
の
地
と、
八
キ
ロ
程
南
方
の
「
橡」
（
現
在
の
基
山）

の
地
に、
山
城
が
築
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る。
こ
の
「
大
野」
と
い

う
地
名
は、
当
時
の
大
宰
大
監
大
伴
百
代
に、

思
は
ぬ
を
思
ふ
と
言
は
ば
大
野
な
る
御
笠
の
社
の
神
し
知
ら
さ
む

(
4
五
六一）

と
い
う
歌
が
あ
り、
旅
人
の
時
代
に、
大
宰
府
の
周
辺
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
（
百
代
につ
い
て
は
後
述）。

2
は、
旅
人
や
憶
良
の
時
代
か
ら
お
よ
そ
四
0
年
後
の
宝
亀
五
年
に、
大

野
山
の
山
頂
に
「
四
天
王
寺」
を
四
い
た
記
事
で
あ
る。
現
在
の
四
王
寺
山

の
呼
称
は
こ
れ
以
降
の
も
の
で
あ
り、
旅
人
の
時
代
に
は
存
在
し
得
な
か
っ

た。3
は、
時
代
は
下
る
が、
1
で
造
ら
れ
た
山
城
が
山
名
と
な
っ
て
い
る
例

で
あ
る。
こ
の
呼
び
方
は、
旅
人
の
時
代
に
も
見
ら
れ、
万
葉
集
に
お
い
て

も
前
述
し
た
よ
う
に
「
此
の
城
山」、
「
大
城
山」
と、
う
た
わ
れ
て
い
る。

山
頂
部
を
六•
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
土
塁
で
囲
み、
造
ら
れ
た
と
い

Cに
1)

う、
当
時
飛
大
の
山
城
は
大
宰
府
か
ら
も
よ
く
見
え
た
は
ず
で
あ
る。
加
え

て
旅
人
の
時
代
に
は、
造
営
さ
れ
て
か
ら
既
に
長
い
年
月
を
経
て
お
り、
そ

の
存
在
が
広
く
知
ら
れ、
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る。
そ
れ
故
に、

城
（
キ）
な
る
呼
ぴ
名
が、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い。
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③
 

②
 

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の

朝
に
は
取
り
撫
で
た
ま
ひ

夕
に
は
い
寄

み
執
ら
し
の
梓
の
弓
の

中
弾
の
音
す
な
り

今
立
た
す
ら
し

夕
狩
に
今
立
た
す
ら
し

（
］
三、
雑
歌

た
ま
き
は
る
宇
智
の
大
野
に
馬
並
め
て
朝
踏
ま
す
ら
む
そ
の
草
深
野

け
こ
ろ
も
を
時
か
た
ま
け
て
出
で
ま
し
し
宇
陀
の
大
野
は
恩
ほ
え
む
か

も

2-
九一、
日
並
旦
子
舎
人
挽

（

歌）

軽
皇
子、
安
騎
の
野
に
宿
り
ま
す
時
に、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌

や
す
み
し
し
我
が
大
君

盛
照
ら
す
日
の
御
子

神
な
が
ら
神
さ
ぴ
せ

）
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
は

真
木
立

つ
荒
山
道
を

岩
が
根
禁
樹
押
し
な
べ

坂
島
の
朝
越
え
ま
し
て

か
ぎ
る
夕
さ
り
来
れ
ば

み
雪
降
る
安
騎
の
大
野
に

旗
す
す
き
小
竹 杢

す
と

以
上、
大
野
山
に
関
す
る
文
献
を
見
て
き
た。
「
大
野」
と
い
う
地
名
は

記
さ
れ
て
い
て
も、
「
大
野
山」
の
呼
称
は、
日
本
挽
歌
以
前
に
は一
度
も

用
い
ら
れ
て
い
な
い。
万
業
集
で
も
「
大
野
山」
と
い
う
名
で
歌
に
詠
ま
れ

る
の
は、
当
該
最
終
歌一
首
の
み
で
あ
る。

次
に、
「
城
山」
で
は
な
く、
あ
え
て
「
大
野
山」
と
い
う
名
を
用
い
た

こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い。
万
葉
集
で
「
大
野」
の
語
に
注
目
す
る
と、

日
本
挽
歌
以
前
に
も
用
例
が
見
出
せ
る。

．

①
 
天
皇、
宇
智
の
野
に
遊
猟
し
た
ま
ふ
時
に、
中
皇
命
の
冊
人
辿
老
を
し

り
立
た
し
し

太
敷
か
す
都
を
四
き
て

（
四

み
執
ら
し
の
梓
の
弓
の

中
頭
の
音
す
な
り

）

朝
狩
に

て
献
ら
し
め
た
ま
ふ
歌

④
 

草
枕
旅
宿
り
せ
す

を
押
し
な
べ

）

安
騎
の
野
に
宿
る
旅
人
う
ち
靡
き
採
も
寝
ら
め
や
も
い
に
し
へ
思
ふ
に

ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
黄
業
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
ぞ
来
し

束
の
野
に
は
か
ぎ
ろ
ひ
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ

日
並
皇
子
の
命
の
馬
並
め
て
み
狩
立
た
し
し
時
は
来
向
ふ

（
四
九）

柿
本
朝
臣
人
麻
呂、
泊
瀬
部
皇
女
と
忍
壁
皇
子
と
に
献
る
歌一
首
井せ

飛
ぶ
烏
明
日
香
の
川
の

上
つ
瀬
に
生
ふ
る
玉
派
は

王
藻
な
す
か
寄
り
か
く
寄
り

靡
か
ひ
し
夫
の
命
の

触
ら
ば
ふ

た
な
づ
く
柔
肌
す
ら
を

剣
大
刀
身
に
添
へ
寝
ね
ば

床
も
荒
る
ら
む

そ
こ
故
に
慰
め
か
ね
て

は
濡
れ
て 至
垂
の
越
智
の
大
野
の

朝
露
に
至
裳
は
ひ
づ
ち

草
枕
旅
寝
か
も
す
る

逢
は
ぬ
君
故
（
2-
九
四、
挽
歌）

敷
拷
の
袖
交
へ
し
君
玉
垂
の

思罰
既
過
ぎ
行
く
ま
た
も
迎
は
め
や
も

ひ
て

ぬ
ば
た
ま
の
夜

け
だ
し
く
も
逸
ふ
や
と
思

夕
霧
に
衣

一
九
五）

（

右
は、
或
本
に
は
「
河
島
皇
子
を
越
智
野
に
葬
り
し
時
に、
泊
瀬

部
皇
女
に
献
る
歌
な
り」
と
い
ふ。
日
本
紀
に
は
「
朱
烏
の
五
年

辛
卯
の
秋
の
九
月
己
巳
の
朔
の
丁
丑
に、
浄
大
参
皇
子
川
島
礎

ず」
と
い
ふ。

た

下
つ
瀬
に
流
れ

て
短
歌

（
四
八）

（
四
七）

（
四
六）

い
に
し
へ
思
ひ
て(
1
四
五、
雑
歌
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①
は、

舒
明
天
皇
の
狩
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る。

反
歌
に

「
字
智
の
大
野
に
馬
並
め
て
」

と
勇
壮
な
狩
の
様
子
が
表
現
さ
れ
て
お
り、

こ
こ
に
「
大
野」

が
初
め
て
う
た
わ
れ
る
。

②
は、

日
並
良
子
の
死
を
舎
人
達
が
悼
ん
だ
挽
歌
群
中
の
一

首
で
あ
る
。

生
前、

狩
に
出
か
け
た
大
野
を
通
じ
て
皇
子
を
偲
ん
で
い
る。
「
大
野」

を

挽
歌
に
初
め
て
用
い
た
の
が、

こ
の
歌
で
あ
る。

③
は、

亡
き
父
を
偲
ぶ
楊
と
し
て、

②
で
う
た
わ
れ
た
「
大
野」

へ
と
や

っ
て
来
た
軽
良
子
の
姿
を
う
た
う
柿
本
人
麻
呂
の
作
で
あ
る。

④
も
人
麻
呂
の
作
で、

夫
を
葬
っ
た
「
越
智
の
大
野」

を、

夫
を
求
め
て

さ
ま
よ
い
歩
く
泊
瀬
部
良
女
の
哀
切
な
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る。

柳
田
国
男
(
^
i
"
5
8
匹
さ
）

が
指
摘
す
る
よ
う
に、

古
代
に
お
い
て、
「
野」

は、

丘
陵
地
帯
で
あ
り、

現
在
の
よ
う
な
平
坦
な
場
で
は
な
か
っ
た
。

人
里

と
山
の
間
に
広
が
る
野
は、

葬
送
の
場
で
あ
っ
た
ら
し
く、

例
え
ば、

秋
津
野
を
人
の
懸
く
れ
ば
朝
撒
き
し
君
が
思
ほ
え
て
嘆
き
は
や
ま
ず

（

7
-

四
0
五、

挽
歌）

と
い
っ
た
野
を
う
た
う
挽
歌
が
多
数
存
在
す
る。

野
を
挽
歌
の
題
材
と
し
て

用
い
た
最
初
が、

④
で
あ
る。

以
上
四
例
か
ら、
「
大
野」

は
亡
き
人
を
偲
ぶ
場
や
挽
歌
の
素
材
と
し
て

う
た
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る。

つ
い
で
に
い
え
ば、

人
麻
呂
の
用
例
が

多
い
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

憶
良
が
「
大
野
山」

と
い
う
名
を
選
択
し
た
の
に
は、

先
行
す
る
人
麻
呂

作
品
を
踏
ま
え、
「
葬
送
の
地」

と
し
て
の
印
象
を
際
立
た
せ
る
意
図
が
あ

3
黄
葉
の
散
り
ゆ
く
な
へ
に
玉
梓
の
使
を
見
れ
ば
途
ひ
し
日
恩
ほ
ゆ

っ
た
の
で
は
な
い
か。

さ
ら
に、

こ
の
よ
う
な
挽
歌、

特
に
人
麻
呂
作
品
と
の
関
わ
り
は、
「
大

野
山」

の
「
山」

と
い
う
語
に
注
目
し
て
み
る
と
一

陪
際
立
つ
。

亡
要
挽
歌

と
し
て
万
薬
楳
中
飛
古
の
泣
血
哀
慟
歌
と
比
較
し
て
み
た
い
。

柿
本
朝
臣
人
麻
呂、

要
死
に
し
後
に、

泣
血
哀
慟
し
て
作
る
歌
二
首

井
せ
て
短
歌

走
出
の

1
天
飛
ぶ
や
軽
の
道
は

我
妹
子
が
里
に
し
あ
れ
ば

ね
も
こ
ろ
に
見
ま

＜
欲
し
け
ど

や
ま
ず
行
か
ぱ
人
目
を
多
み

数
多
く
行
か
ば
人
知
り

ぬ
べ
み

さ
ね
も
後
も
逢
は
む
と

大
船
の
思
ひ
頼
み
て

玉
か
ぎ
る

岩
垣
淵
の

隠
り
の
み
恋
ひ
つ
つ
あ
る
に

渡
る
日
の
牲
れ
行
く
が
ご

と

照
る
月
の
裳
隠
る
ご
と

沖
つ
濠
の
邪
き
し
妹
は

黄
業
の
過
ぎ

て
い
行
く
と

玉
梓
の
使
の
君
へ
ば

梓
弓
音
に
間
き
て

言
は
む
す

．
ぺ
為
む
す
べ
知
ら
に

音
の
み
を
聞
き
て
あ
り
え
ね
ば

我
が
恋
ふ
る

千
重
の
一

誼
も

慰
も
る
心
も
あ
り
や
と

我
妹
子
が
や
ま
ず
出
で
見

し

軽
の
市
に
我
が
立
ち
聞
け
ば

玉
た
す
き
畝
傍
の
山
に

m9
く
烏

の
声
も
聞
こ
え
ず

玉
梓
の
道
行
く
人
も

ひ
と
り
だ
に
似
て
し
行
か

ね
ば

す
ぺ
を
な
み
妹
が
名
呼
び
て

袖
ぞ
振
り
つ
る

(
2
二
0
七）

2
秋
山
の
黄
葉
を
茂
み
惑
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
道
知
ら
ず
も

4
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
時
に

取
り
持
ち
て
我
が
ふ
た
り
見
し

（
二
0
八）

(11
0
九）
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堤
に
立
て
る

＜
 

槻
の
木
の
こ
ち
ご
ち
の
枝
の

春
の
業
の
茂
き
が
ご
と

思
へ
り
し
妹
に
は
あ
れ
ど

頼
め
り
し
子
ら
に
は
あ
れ
ど

世
間

を
背
き
し
え
ね
ば

か
ぎ
る
ひ
の
燃
ゆ
る
荒
野
に

白
拷
の
天
領
巾
厖

り

烏
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て

入
日
な
す
限
り
に
し
か
ば

我
妹

子
が
形
見
に
樅
け
る

み
ど
り
子
の
乞
ひ
泣
く
ご
と
に

取
り
与
ふ
る

物
し
な
け
れ
ば

男
じ
も
の
脇
ば
さ
み
持
ち

我
妹
子
と
ふ
た
り
我
が

寝
し

枕
付
く
要
屋
の
う
ち
に

昼
は
も
う
ら
さ
ぴ
姪
ら
し

夜
は
も

息
づ
き
明
か
し

吸
け
ど
も
為
む
す
べ
知
ら
に

恋
ふ
れ
ど
も
迩
ふ
よ

し
を
な
み

大
鳥
の
羽
が
ひ
の
山
に

我
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と

人
の
首
へ
ば
岩
根
さ
く
み
て

な
づ
み
来
し
よ
け
く
も
ぞ
な
き

う
つ

せ
み
と
思
ひ
し
妹
が

玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に
も

見
え
な
く
思
へ

ば

（ニー
0)

5
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
照
ら
せ
ど
も
相
見
し
妹
は
い
や
年
離
る

口： 

泣
血
哀
慟
歌
に
お
い
て、
山
は
四
度
用
い
ら
れ
て
い
る
（
傍
線
部）。
こ
れ

ら
の
位
囮
に
注
目
し
て
み
る
と、
そ
の
い
ず
れ
も
が
終
末
部
に
う
た
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
が
付
く。

こ
の
山
が
最
後
に
う
た
わ
れ
る
形
式
は、
古
く
は
天
智
天
皇
挽
歌
に
見
ら

れ
る。
條
礼
順
に
並
ん
だ
天
智
挽
歌
群
の
う
ち、
山
を
う
た
う
の
は、
終
末

部
に
位
骰
す
る
二
首
（
石
川
夫人
の
「
大
山
守」
を
う
た
う
歌、
碩
田
王
が
卸
餃
迅
散

6
袋
道
を
引
手
の
山
に
妹
を
股
き
て
山
道
を
行
け
ば
生
け
り
と
も
な
し

の
尿
に、
磁
所
「
汲
の
山」
を
う
たっ
た
歌）
の
み
で
あ
る。
ま
た、
大
伯
旦
女
が

弟
大
津
皇
子
の
死
を
悼
ん
で
作
っ
た
人
口
に
胞
炎
し
た
挽
歌
群
の
終
末
部
に

も、
弟
を
非
っ
た
二
上
山
が
う
た
わ
れ
る。
（こ
れ
ら
と
同
様
に、
泣血
哀
慟
歌
の

第二
歌
群
終
末
部に
う
た
わ
れ
てい
る
「
羽
が
ひの
山」
と
「
引
手の
山」
も

、

お
そ
ら
く

逝が
郭
ら
れ
た
場
所
で
あ
ろ
う。）

こ
の
よ
う
な
傾
向
は、
非
送
の
最
終
段
階
で
あ
る
埋
非
と
も
OO
わ
っ
て
非

常
に
典
味
深
い
の
だ
が、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
に
論
を
構
え
た
い。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は、
日
本
挽
歌
で
も
「
山
J

は
最
終
反
歌
の
み
に

用
い
ら
れ
て
お
り、
泣
血
哀
拗
歌
の
構
造
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

ー一
作
品
間
に
は、
同
じ
句
の
使
用
な
ど
類
似
性
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

(5
吋が
且
守）。
箆
良
の
意
識
下
に
人
麻
呂
の
泣
血
哀
慟
歌
は
深
く
沈
み

込
ん
で
い
た
よ
う
だ。
彼
は、
日
本
挽
歌
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て、
人
麻
呂

の
作
品
を
踏
ま
え、
意
図
的
に
「
大
野
山」
を
終
末
部
に
う
た
っ
た
の
で
は

な
い
か。

前
述
し
た
よ
う
に
「
大
野」
も、
人
麻
呂
の
挽
歌
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が

心1
い。
憶
良
は、
先
行
す
る
作
品
の
印
象
を
投
影
し
な
が
ら、
要
を
葬っ
た

絶
え
ず
心
に
か
か
る
山
と
し
て、
「
大
野
山」
と
う
た
っ
て
日
本
挽
歌
を
閉

じ
た
の
で
あ
ろ
う。

次
節
で
は、
こ
の
山
と
旅
人
亡
要
追
悼
歌
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て、
考
え

て
み
た
い。
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三

追
憶
の
宴

要
の
死
か
ら
二
年
を
経
た、

天
乎
三
（
七
三
0)

年
正
月
十
二
日、

大
宰

府
の
旅
人
邸
で
梅
花
の
宴
が
催
さ
れ
た。
一
ニ
ニ
首
の
歌
々
が
大
宰
府
の
諸
大

夫
や
隣
国
の
官
人
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ、

万
菜
集
を
代
表
す
る
部
や
か
な
寡

と
し
て
巻
五
に
記
録
さ
れ
て
い
る。

こ
の
宴
か
ら
生
ま
れ
た
歌
群
に
つ
い
て

．
は、
古
来
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が、
最
も
若
名
な
も
の
は、
伊
藤
博
「
園

梅
の
賦」
（『
古
代
和
歌
史
研
究
4j〉

で
あ
る。

山
上
憶
良
の
作、

八
一

八
番
歌
「
春
さ
れ
ば
ま
づ
咲
く
や
ど
の
梅
の
花
ひ

と
り
み
つ
つ
や
春
日
祥
ら
さ
む」

は、

宴
席
の
楽
し
さ
を
う
た
う
歌
が
並
ぶ

中
で、
一

首
の
み
「
ひ
と
り
み
つ
つ
や」

と
孤
立
し
た
表
現
を
と
る。

そ
の

表
現
が
生
ま
れ
た
理
由
を、

梅
を
好
ん
だ
亡
妻
を
偲
ぶ
旅
人
の
心
を
思
い
や

っ
て
の
も
の
で
あ
る
と
み
た、

と
い
う
の
が、

伊
藤
氏
の
論
の
骨
子
で
あ
る。

伊
藤
氏
の
器
は、

梅
花
の
宴
に
初
め
て
亡
瑛
を
偲
ぶ
心
を
読
み
取
っ
た
卓

見
で
あ
り、

本
稿
も
氏
の
説
に
従
い
た
い
と
思
う。

た
だ
し、

氏
は
旅
人
の

(
t
2)

 

歌
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

旅
人
の
歌
に
続
く
大
伴
百
代
の
歌
に
は、

日
本
挽
歌
で
う
た
わ
れ
た
大
野

山
が
登
楊
す
る。

旅
人
と
百
代
の
歌
の
中
に
も
亡
要
を
偲
ぶ
心
が
読
み
取
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
本
樅
は
考
え
る。

1

正
月
立
ち
春
の
来
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ
め

(
5
八
一
五、

大
弐
紀
卿）

2
梅
の
花
今
咲
け
る
ご
と
散
り
過
ぎ
ず
我
が
家
の
図
に
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も

（
八
一
六、

少
弐
小
野
大
夫）

7

肯
柳
梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
欽
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し

3
梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
肯
柳
は
か
づ
ら
に
す
べ
く
な
り
に
け
ら
ず
や

〈
八一
七、
少
弐
粟
田
大
夫）

4

春
さ
れ
ば
ま
づ
咲
く
や
ど
の
梅
の
花
ひ
と
り
み
つ
つ
や
春
日
暮
ら
さ
む

（
八一
八、

筑
前
国
守
山
上
大
き

5

世
の
中
は
恋
繁
し
ゑ
や
か
く
し
あ
ら
ば
梅
の
花
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を

（
八
一
九`

也
後
守
大
伴
大
夫）

6
栴
の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
今
盛
り
な
り

（
八
二
〇、

筑
後
守
枯
井
大
き

（
八
ニ
ー
‘

笠
沙
弥）

8

我
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も

（
八
二
二、
主
人〉

●
9
梅
の
花
散
ら
く
は
い
づ
く
し
か
す
が
に
こ
の
城
山
に
雷
は
降
り
つ
つ

（
八
二
三、

大
庄
伴
氏
百
代）

梅
花
の
宴
の
冒
頭
を
か
ざ
る
九
首
を
右
に
挙
げ
た。

問
姐
と
し
た
い
歌
は、

8
の
旅
人
歌
で
あ
る。

梅
の
花
を
天
か
ら
降
り
来
る
雪
に
例
え
た`

凪
雅
で

格
調
麻
い
作
品
と
い
わ
れ
る。
一

見
す
る
と、

そ
れ
以
外
の
も
の
は
読
み
取

れ
な
い
が、

こ
の
歌
に
至
る
前
の
七
首
と
は
異
な
る
点
に
注
目
し
た
と
き、

旅
人
の
格
別
な
思
い
が
見
え
て
く
る。

前
の
七
首
は
す
べ
て
地
上
の
景
を
う
た
っ
て
い
る
の
に
対
し、

旅
人
の
8

だ
け
が、
「
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り」

と、

急
に
天
へ
視
線
を
放
つ
。

こ
の
時、

旅
人
は
日
本
挽
歌
に
う
た
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
大
野
山
を
悲
隈
の
思
い
で
振
り
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仰
い
だ
の
で
は
な
い
か。

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に、
絞
＜
百
代
は、「
こ
の
城
山
に」
と、
近
称
「
こ

の」
を
用
い、
眼
前
の
大
野
山
を
う
た
う。
百
代
の
歌
は、
「
こ
の
城
山
に

雪
が
降
っ
て
い
ま
す
ね」
と、
ま
る
で
旅
人
の
視
線
の
所
在
を
明
ら
か
に
す

る
か
の
よ
う
な
歌
い
ぶ
り
で
あ
る。

こ
の
大
伴
百
代
と
い
う
人
物
は、
詳
し
い
系
譜
が
不
明
で
あ
り、
歌
も
七

首
し
か
残
っ
て
い
な
い。
し
か
し、
今
の
楊
合
も
う
少
し
注
目
さ
れ
て
然
る

ペ
き
人
物
で
あ
る
よ
う
に
思
う。
な
ぜ
な
ら
ば
百
代
と
旅
人
と
の
近
し
さ
が

痰
わ
れ
る
重
要
な
出
来
事
が
あ
る
か
ら
で
あ
る。

大
宰
大
監
大
伴
宿
福
百
代
ら、
駅
使
に
蹄
る
歌
二
首

草

枕旅
行
く
君
を
愛
し
み
た
ぐ
ひ
て
ぞ
来
し
志
質
の
浜
辺
を

(
4
五
六
六、
大
伴
百
代）

周
防
に
あ
る
岩
国
山
を
越
え
む
日
は
手
向
け
よ
く
せ
よ
荒
し
そ
の
道

（
五
六
七、
少
典
山
口
忌
寸
若
麻
呂）

以
前
に
天
平
の
二
年
庚
午
の
夏
の
六
月
に、
帥
大
伴
卿
た
ち
ま
ち

に
癒
を
脚
に
生
し、
枕
席
に
疾
み
苦
し
ぶ。
こ
れ
に
よ
り
て
駅
を

馳
せ
て
上
奏
し、
庶
弟
稲
公、
姪
胡
麻
呂
に
逍
言
を
語
ら
ま
く
欲

り
す
と
望
み
諮
ふ。
右
兵
血
助
大
伴
宿
栂
稲
公、
治
部
少
丞
大
伴

宿
描
胡
麻
呂
の
両
人
に
勅
し
て、
駅
を
賜
ひ
て
発
逍
し、
卿
の
病

を
省
し
め
た
ま
ふ。
し
か
る
に
数
旬
を
経
て
幸
く
平
復
す
る
こ
と

得
た
り。
時
に、
稲
公
ら、
病
の
す
で
に
燎
え
た
る
を
も
ち
て、

府
を
発
ち
て
京
に
上
る。
こ
こ
に、
大
監
大
伴
宿
福
百
代、
少
典

山
口
忌
寸
若
麻
呂、
ま
た
卿
の
男
家
持
ら、
駅
使
を
相
送
り
て
と

も
に
夷
守
の
駅
家
に
到
り、
い
さ
さ
か
に
飲
み
て
別
れ
を
悲
し
ぴ、

す
な
は
ち
こ
の
歌
を
作
る。

旅
人
が
危
節
の
際
に
見
岱
っ
た
稲
公
た
ち
を
再
ぴ
京
に
送
る
我
で
の
歌
で

あ
る。

年若
い
家
持
を
伴
っ
て、
一
団
の
代
表
と
し
て
百
代
が
歌
を
詠
ん
で

い
る。
本
来
な
ら
ば、
家
持
が
務
め
る
べ
き
役
目
を
代
わ
っ
て
務
め
た
の
で

あ
ろ
う。
そ
の
よ
う
な
役
目
を
任
さ
れ
る
か
ら
に
は、
百
代
は、
同
族
と
し

て
旅
人
と
近
し
い
関
係
に
あ
り、
一
族
の
並
々
な
ら
ぬ
信
頼
を
得
て
い
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る。

こ
の
よ
う
な
関
係
故
に、
百
代
は
日
頃
か
ら
旅
人
が
大
野
山
に
心
を
寄
せ

て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か。
だ
か
ら
こ
そ、
旅
人
の
視
線

が
大
野
山
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
即
座
に
理
解
し、
悦
良
と
同
じ
よ
う

に、
亡
要
を
偲
ぶ
旅
人
の
心
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う。

さ
ら
に、
こ
の
や
り
と
り
を
受
け
止
め
て、
八
三
九
番
歌
が
詠
ま
れ
る。

春
の
野
に
霧
立
ち
わ
た
り
降
る
雪
と
人
の
見
る
ま
で
梅
の
花
散
る

(
5
八
三
九、
筑
前
月
田
氏
其上）

こ
の
歌、
三
句
以
降
は
明
ら
か
に
梅
花
宴
に
お
け
る
旅
人
の
歌
を
意
識
し

て
お
り、
旅
人
へ
の
心
遣
い
が
窺
わ
れ
る。
さ
ら
に、
第
二
句
「
霧
立
ち
わ

た
り」
は、
日
本
挽
歌
最
終
反
歌
に
お
い
て
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
「
霧
立

ち
わ
た
る」
に
通
じ
る。
同
様
の
表
現
は
他
に一
0
例
あ
る
が、
そ
の
半
数

は
七
夕
歌
に
用
い
ら
れ
て
お
り、
旅
人
の
周
辺
で
う
た
わ
れ
た
も
の
は、
日

本
挽
歌
と
八
三
九
番
歌
の
二
首
に
限
ら
れ
る。
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ま
た、
「
春
の
野」

と
い
う
語
に、
「
霞」

は
二
例
用
い
ら
れ
る
が、
「
霧」

が
組
み
合
わ
さ
れ
た
の
は
こ
の
一

例
の
み
で
あ
る。

契
沖
は、

霧
と
霞
が
万

葉
染
で
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
が、

新
し
い
時
代
で
は、

霞
と

霧
の
滉
同
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず、
「
春
礎」

と
い
う
固
定
し
た
言
薬
も
存

在
し
て
い
る
の
で、

こ
こ
で
の
「
霧」

は
こ
と
さ
ら
に
選
ば
れ
た
素
材
と
考

え
ら
れ
よ
う。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と、
一

首
の
表
現
は
意
図
的
に
日
本
挽
歌
を
踏
ま
え

た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
歌
の
作
者
は、
「
筑
前
目
田
氏
真
上
」

と
あ
り、

山
上
憶
良
の
部
下
で
あ
る。

日
本
挽
歌
を
目
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て

も
何
ら
不
思
譲
で
は
な
い
。

百
代
の
歌
を
聞
き、

8
本
挽
歌
を
思
い
出
し
た

の
だ
ろ
う
か。

そ
し
て、

旅
人
が
大
野
山
を
見
て
嘆
い
て
い
る
こ
と
に
気
が

付
き、

自
身
も
日
本
挽
歌
と
旅
人
の
歌
を
融
合
さ
せ
る
形
で
歌
を
詠
み、

旅

人
の
気
持
に
寄
り
源
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か。

風
雅
の
宴
の
さ
な
か
旅
人
は
一

人
要
を
思
っ
て
い
た。

そ
し
て
そ
の
心
を

知
る
人
々
は、

大
野
山
や
日
本
挽
歌
を
意
識
し
た
歌
を
詠
み、

彼
の
心
を
慰

め
た。
「
大
野
山
」

に
注
目
す
る
と、

こ
の
よ
う
な
「
追
憶
の
宴」

と
し
て

の
姿
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

四

弔
問
歌
の
＿

手
法

日
本
挽
歌
や
梅
花
の
宴
ほ
ど
注
目
を
集
め
て
い
な
い
が、

旅
人
の
要
の
死

を
契
機
に
生
ま
れ
た
贈
答
歌
が、

巻
八
の
夏
雑
歌
に
収
め
ら
れ
て
い
る。

式
部
大
輔
石
上
堅
魚
朝
臣
が
歌
一

首

ほ
と
と
ぎ
す
来
嗚
き
響
も
す
卯
の
花
の
共
に
や
来
し
と
問
は
ま
し
も
の

を

（一
四
七
二〉

右
は、

神
亀
五
年
戊
辰
に、

大
宰
帥
大
伴
孵
が
要
大
伴
郎
女、

病

に
遇
ひ
て
長
逝
す。

そ
の
時
に、

勅
使
式
部
大
輔
石
上
朝
臣
堅
魚

を
大
宰
府
に
造
は
し
て、

喪
を
弔
ひ
井
せ
て
物
を
賜
ふ。

そ
の
事

す
で
に
畢
り
て、

駅
使
と
府
の
詣
卿
大
夫
等
と、

と
も
に
記
夷
の

城
に
登
り
て
望
遊
す
る
日
に、

す
な
は
ち
こ
の
歌
を
作
る。

大
宰
帥
大
伴
卿
が
和
ふ
る
歌
一

首

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

（一
四
七
三）

こ
の
贈
答
が
交
わ
さ
れ
た
の
は、

秋
に
贈
ら
れ
た
日
本
挽
歌
以
前
の、

ほ

と
と
ぎ
す
が
嗚
く
頃
で
あ
っ
た。

こ
の
頃、

旅
人
は
自
ら
う
た
っ
た
よ
う
な

悲
嘆
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(
5
七
九＿
二）。

二
首
は、

ほ
と
と
ぎ
す、

卯
の
花、

橘、

と
い
う
代
表
的
な
初
夏
の
景
物

を
う
た
っ
て
い
る。

左
注
を
考
慮
し
な
け
れ
ば、
i

見
単
な
る
風
流
の
作
に

見
え
る。

こ
の
二
首、

と
り
わ
け
石
上
堅
魚
の
作
に、

挽
歌
の
意
味
合
い
を

読
み
と
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
は、

古
来
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た。

契
沖
（「
淡
策
代
匠
記』

精
祇
＊）

は、
ほ
と
と
ぎ
す
が
「
冥
途
よ
り
来
る
烏」

と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら、

堅
魚
の
歌
の
「
共
に
や
来
し」

を、
「
霰
公

烏
ハ
卯
花
ニ
シ
タ
シ
キ
烏
ナ
レ
ハ
、

ナ
キ
人
ノ
魂
卜
共
ニ
ャ
コ
シ
」

と
い
う

意
に
捉
え、

挽
歌
の
意
味
を
持
つ
歌
と
解
し
た。

ま
た、

旅
人
の
歌
を、
「
橘

ノ
花
ノ
散
ヲ
ハ
、

死
セ
ル
要
ニ
ョ
ソ
ヘ
、

花
公
烏
ノ
嗚
ヲ
ハ
、

ミ
ッ
カ
ラ
ニ
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（一
九
三
七）

12
木
の
暗
の
夕
間
な
る
に
ほ
と
と
ぎ
す
い
づ
く
を
家
と
嗚
き
渡
る
ら
む

さ
夜
中
に
嗚
＜

笹
フ。」
と
し、
要
を
亡
く
し
て
の
嘆
き
歌
と
解
し
た。

契
沖
の
説
は、
近
代
に
至
る
ま
で
多
く
の
支
持
を
得
て
き
た。
し
か
し、

石
上
堅
魚
の
歌
に
つ
い
て、
井
上
通
泰
「
万
業
集
新
考」
が、
「
元
来
旅
人

の
爽
の
事
を
か
け
て
い
へ
る
に
あ
ら
ず。
た
だ
子
規
の
嗚
く
を
開
き
て、
子

規
ゾ
暗
ク
ナ
ル、
モ
シ
言
ド
フ
ペ
ク
ハ
卯
花
ノ
サ
キ
シ
ト
共
ニ
ヤ
来
リ
シ
ト

問
ハ
ム
モ
ノ
ヲ
と
い
へ
る
の
み」
と
説
い
て
以
来、
金
子
元
臣
「
腐
葉
集
評

釈」、
澤
渕
久
孝
「
萬
業
集
注
釈」
も、
単
な
る
遊
覧
の
作
と
す
る
説
を
示

し
て
い
る
（
旅人
歌
につ
い
て
は、
ど
の
説
も
亡
淡へ
の
恩い
を
読
み
取る）。

本
稿
は、
i一
首
は
要
の
死
を
背
景
と
し
た
弔
問
歌
と
そ
れ
に
答
え
た
隈
き

歌
で
あ
る
と
考
え
て
い
る。
た
だ
し、
諸
説
の
よ
う
に、
ほ
と
と
ぎ
す
に
後

代
の
和
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
「
冥
途
か
ら
来
る
烏」
の
意
味
を
結
ぴ
つ
け、

そ
れ
を
主
な
根
拠
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
短
絡
的
に
思
え
る。

二
首
の
い
の
ち
は
「
卯
の
花」
か
ら
「
橘」
へ
の
詠
み
か
え
に
あ
り、
そ

の
意
味
と
背
猥
に
あ
る
物
を
正
確
に
読
み
取
っ
て
こ
そ、
本
来
の
姿
が
見
え

C"
3
)
 

て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

ま
ず、
二
首
に
共
通
し
て
う
た
わ
れ
る
「
ほ
と
と
ぎ
す」
と
「
lJP
の
花」

や
「
橘」
が
万
葉
集
で
は
ど
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
の
か、
巻1
0
夏
雑
歌、

「
鳥
を
詠
む」
の
歌
群
か
ら
確
認
し
て
み
た
い。

1
ま
す
ら
を
の
出
で
立
ち
向
ふ

故
郷
の
神
な
ぴ
山
に

明
け
く
れ
ば
柘

の
さ
枝
に

夕
さ
れ
ば
小
松
が
末
に

里
人
の
間
き
恋
ふ
る
ま
で

山

彦
の
相
響
む
ま
で

ほ
と
と
ぎ
す
要
恋
す
ら
し

(｝
九
四
七）

む
10
木
高
く
は
か
つ
て

il
ほ
と
と
ぎ
す
来
嗚
き
靱
め
て
恋
ま
さ
ら
し

（一
九
四
五）

9
朝
窃
の
八
重
山
越
え
て
ほ
と
と
ぎ
す
卯
の
花
辺
か
ら
嗚
き
て
越
え
来
ぬ

り も
7

月
夜
よ
み
嗚
く
ほ
と
と
ぎ
す
見
ま
く
欲
り
我
れ
草
取
れ
り
見
む
人
も
が

2

旅
に
し
て
妻
恋
す
ら
し
は
と
と
ぎ
す
神
な
ぴ
山
に
さ
夜
更
け
て
嗚
＜

（一
九
三
八）

右
は
古
歌
集
の
中
に
出
づ゚

3
ほ
と
と
ぎ
す
汝
が
初
声
は
我
れ
に
も
が
五
月
の
玉
に
交
へ
て
質
か
む

（一
九
三
九）

4

朝
霞
た
な
ぴ

く剛叫
に
あ
し
ひ
き
の
山
ほ
と
と
ぎ
す
い
つ
か
来
嗚
か
む

（

I

九
四
0)

（一
九
四ー）

6
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
く
声
冊
く
や
卯
の
花
の
咲
き
散
る
岡
に
紹
引
く
娘
女

（一
九
四
二）

（一
九
四
三）

8
藤
波
の
散
ら
ま
く
惜
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
今
城
の
岡
を
嗚
き
て
越
え
ゆ
な

（一
九
四
四｝

（一
九
四
六）

11
逢
ひ
か
た
き
君
に
途へ
る
夜
ほ
と
と
ぎ
す
他
時
よ
り
は
今
こ
そ
賜
か
め
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5

朝
霧
の
八
重
山
越
え
て
呼
子
烏
喝
き
や
汝
が
来
る
や
ど
も
あ
ら
な
く



14
ほ
と
と
ぎ
す
花
栖
の
枝
に
居
て
嗚
き
響
も
せ
ば
花
は
散
り
つ
つ

13
ほ
と
と
ぎ
す
今
朝
の
朝
明
に
嗚
き
つ
る
は
君
開
き
け
む
か
朝
痣
か
寝
け

む
．

（一
九
四
八）

（一
九
四
九）

（一
九
五
0)

当
該
歌
群
は、
「
神
な
ぴ
山」

に
嗚
く
ほ
と
と
ぎ
す
を
う
た
う
古
歌
に
始

ま
る。

そ
し
て、

4
か
ら
は、

ほ
と
と
ぎ
す
が
次
第
に
里
へ
近
づ
い
て
く
る

様
子
が
う
た
わ
れ
る。

4
で
は、
「
山
ほ
と
と
ぎ
す」

が
「
野
辺」

に
出
て

く
る
の
を
待
っ
。

更
に
季
節
が
深
ま
り、

8
と
9
で
は、

岡
や
山
を
越
え
て

遂
に
や
っ
て
来
た
と
う
た
わ
れ
る。

そ
れ
を
境
に
「
木
梢
ゑ
じ」

と
庭
で
鴨

く
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
厭
う
7
以
降
は、

里
で
の
ほ
と
と
ぎ
す
を
う
た
っ
て

い
る。

さ
ら
に、

14
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
姿
を
目
に
し
て
の
作
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に、

ほ
と
と
ぎ
す
は、

山
か
ら
里
へ
と
季
節
が
深
ま
る
に
つ
れ、

飛
び
渡
っ
て
く
る
烏
だ
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

注
目
す
べ
き
は、
「
卯
の

花」

と
「
橘」

が
詠
み
込
ま
れ
る
顛
で
あ
る。
「
卯
の
花」

は、

歌
群
の
冒

頭
部
に、

橘
は
終
末
部
に
詠
ま
れ
て
い
る。

万
菜
集
に
お
い
て
こ
の
顛
序
が

逆
に
な
る
例
は
存
在
し
な
い
。

同
じ
初
夏
の
花
で
あ
り
な
が
ら、

こ
の
よ
う
な
区
別
が
生
じ
る
の
は
何
故

な
の
か。

続
い
て、

卯
の
花
と
橘
の
速
い
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
れ
ら
は
共

に`

巻
一

0
や
大
伴
家
持
に
用
例
が
集
中
す
る
新
し
い
素
材
で
あ
る。

ま
ず、・
「
卯
の
花」

の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は、

佐
伯
山
卯
の
花
持
ち
し
愛
し
き
が
手
を
し
取
り
て
ば
花
は
散
る
と
も

（
7-
l-
五
九、

臨
時）

五
月
山
卯
の
花
月
夜
ほ
と
と
ぎ
す
岡
け
ど
も
飽
か
ず
ま
た
嗚
か
ぬ
か
も

（
10-
九
五
三、
夏
雑）

…
…
ほ
と
と
ぎ
す
来
嗚
か
む
月
に

い
つ
し
か
も
早
く
な
り
な
む

卯

の
花
の
に
ほ
へ
る
山
を

よ
そ
の
み
も
振
り
放
け
見
つ
つ

の
よ
う
に、

野
や
山
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
例
が
二
四
例
中
ー
一

例
と
約
半
数

を
占
め
る
こ
と
で
あ
る。

ま
た、

か
く
ば
か
り
雨
の
降
ら
く
に
ほ
と
と
ぎ
す
卯
の
花
山
に
な
ほ
か
嗚
く
ら

（
10-
九
六
三）

む

「
卯
の
花
山」

と
い
う
形
で
も
二
首
に
う
た
わ
れ、

山
に
咲
く
も
の
と
い
う

考
え
が
固
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る。

で
は、
「
橘」

は
ど
う
か。

橘
と
共
に
用
い
ら
れ
る
表
現
と
し
て
目
立
つ

の
は、

我
が
や
ど
の
花
橘
の
い
つ
し
か
も
玉
に
貰
く
べ
く
そ
の
実
な
り
な
む

(
8
一
四
七
八、

大
伴
家
持）

我
が
や
ど
の
花
橘
に
ほ
と
と
ぎ
す
今
こ
そ
嗚
か
め
友
に
逢
へ
る
時

（
8-
四
八一
、

大
伴
柑
持）

な
ど、
―
一

例
が、
「
わ
が
や
ど
の
」

と
い
う
句
と
共
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る。

ま
た`

橘
は、

庭
に
人
為
的
に
植
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
ら
し

く、
「
植
う」

と
い
う
語
と
共
に
用
い
ら
れ
る。

橘
の
林
を
植
ゑ
む
ほ
と
と
ぎ
す
常
に
冬
ま
で
棲
み
わ
た
る
が
ね

(
17
三
九
七
八、

大
伴
家
持）
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（
七
九
六）

は
し
き
よ
し
か
く
の
み
か
ら
に
慕
ひ
来
し
妹
が
、心
の
す
ぺ
も
す
ぺ
な
さ

し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
国
に

（
七
九
四〉

（
10
-
九
五
八、

夏
雑
歌）

ほ
と
と
ぎ
す
来
嗚
き
響
め
ば
雄
取
ら
む
花
橘
を
や
ど
に
は
植
ゑ
ず
て

(
19
四
一
七
三、

大
伴
家
持）

こ
れ
ら
の
特
徴
は、

卯
の
花
に
は
見
え
な
い
。

橘
は、

卯
の
花
と
は
対
照

的
に
山
で
は
な
く、

里
や
庭
に
植
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の

よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ、

ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
に
お
い
て、
「
卯
の
花」

か
ら
「
橘」

へ
と
い
う
顛
序
が
逆
に
な
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
ろ
う。

以
上
か
ら、

堅
魚
の
「
卯
の
花」

と、

旅
人
の
答
え
た
「
橘」

は、

明
ら

か
に
述
う
も
の
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る。

卯
の
花
は
山
に

あ
り、

そ
こ
か
ら
ほ
と
と
ぎ
す
が
樅
の
あ
る
里
へ
と
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る。

で
は、

こ
の
迎
い
を
考
慇
し
た
と
き、

堅
魚
と
旅
人
の
贈
答
歌
は
ど
ん
な
意

味
を
帯
ぴ
て
く
る
だ
ろ
う
か。

堅
魚
の
歌
は、
「
卯
の
花
の
共
に
や
来
し
と
問
は
ま
し
も
の
を
」

と、

頴

望
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
背
禁
に
は、

卯
の
花
は
ほ
と
と
ぎ
す
と
共

に
来
て
お
ら
ず、

姿
が
見
え
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
の
だ
ろ
う。

そ
れ
は、

卯
の
花
は
山
に
盟
き
去
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、

山
を
越
え
て
や
っ
て
来
た
ほ

と
と
ぎ
す
と
共
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
い
か。
「
共
に
や
来

し
」

と
い
う
と、

日
本
挽
歌
で、

大
君
の
遠
の
朝
廷
と

ま
し
て・・・・・・

泣
く
子
な
す
慕
ひ
来

と
表
現
さ
れ
た、

旅
人
の
亡
要
が
思
い
起
こ
さ
れ
る。

こ
の
歌
の
ほ
と
と
ぎ

す
と
卯
の
花
は、

旅
人
と
要
に
砥
な
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

そ
う
す

る
と、

卯
の
花
が
憫
き
去
り
に
な
っ
て
い
る
山
と
い
う
の
は、

記
夷
城
の
北

方
に
見
え
る
大
野
山
で
は
な
い
か。

堅
魚
は、

共
に
来
た
は
ず
の
要
は
大
野

山
に
埋
葬
さ
れ
て
し
ま
っ
て
こ
こ
に
い
な
い
と、

旅
人
の
現
状
を
表
現
し
た

の
で
あ
ろ
う。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と、
「
問
は
ま
し
も
の
を
」

と
い
う
表
現
に
も、

悲

し
み
に
容
れ
て
い
る
旅
人
に
対
し、

炭
が
亡
く
な
っ
た
事
情
を
聴
く
こ
と
な

ど
で
き
な
い
、

と
い
う
恩
い
や
り
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
う。

こ
の
弔
問
は、

要
の
死
後、

一
、

二
箇
月
を
よ
う
や
く
経
た
頃
で
あ
る。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に、

旅
人
は
三
年
を
経
て、

よ
う
や
く
挽
歌
（
す
ぺ
て

短
歌
で
あ
る）

を
う
た
っ
た。

こ
の
頃
は
ま
だ、

挽
歌
と
い
う
形
で
要
の
死
を

表
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か。

そ
の
心
に
配
砥
し
て、

季
節

の
乗
物
に
託
し
て、

旅
人
の
心
を
思
い
や
っ
た
の
が
こ
の
歌
で
あ
ろ
う。

そ
れ
に
対
し、

旅
人
は
「
橘
の
花
散
る
里」

と
答
え
る。

こ
れ
は、

堅
魚

歌
の
弔
問
に
対
し
て、

ほ
と
と
ぎ
す
は、

卯
の
花
だ
け
で
な
く、

橘
と
も
一

緒
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
い、

と
要
を
喪
っ
て
の
深
い
孤
独
を
際
立
た
せ
る

も
の
で
は
な
い
か。

要
は
橘
の
あ
る
自
宅
に
も
お
ら
ず、

楔
と
共
に
な
い
悲
し
み
は
一

時
的
な

も
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら、

私
は
「
片
恋」

し
つ
つ
一

人
泣
い
て
い
る
の
だ、

と
答
え
た
の
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に、
I

一
首
の
背
娯
に
大
野
山
と
旅
人
邸

ci
4)
 

を
読
み
取
る
こ
と
で、

よ
り
緊
密
な
つ
な
が
り
が
見
え
る
よ
う
に
思
う。
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こ
の
歌
に
歌
わ
れ
る
大
城
山
は、

い
ち
し
ろ
く
し
ぐ
れ
の
雨
は
降
ら
な
く
に
大
城
の
山
は
色
づ
き
に
け
り

k"
t
t
?”R
闘"
g"2
▽
はC*

（

10ニー
九
七）

＂
山
のII
に
あ
り、

り
＂
て
大
絨
と
い
・5.

と
い
う
作
者
未
詳
歌
の
脚
注
に
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
大
野
山
で
あ
る。

当
該
歌
に
は、
先
の
贈
答
に
共
通
す
る
点
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る。
「
ほ
と

と
ぎ
す」
は、
二
首
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ、
旅
人
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い

た。
さ
ら
に
「
勝
き
響
む」
も、
堅
魚
歌
に
似
通
っ
て
い
る。

旅
人
の
異
母
妹
で
あ
る
坂
上
郎
女
は、
旅
人
の
要
の
死
を
き
っ
か
け
に
大

宰
府
に
赴
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る。
既
に
指
摘
の
あ
る
こ
と
だ
が、
彼
女
の

唯一
の
挽
歌
「
尼
理
願
の
死
を
悼
む
歌」
(
3
四
六
0)
に
は、
「
泣
く
子
な
す

慕
ひ
来
ま
し
て」
の
句
の
使
用
な
ど、
日
本
挽
歌
の
影
響
が
色
淡
く
み
ら
れ

る
（
諒
峠
紅集）。
坂
上
郎
女
の
心
に
は、
旅
人
の
要
の
死
に
関
わ
る
記
憶
が

深
く
刻
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と、
こ
の
二
首
と
坂
上
郎
女
の
大
野
山
の
歌
が
並
ん

で
い
る
こ
と
が、
偶
然
で
あ
る
と
は
考
え
難
い。

こ
の
歌
は、
澤
潟
久
孝
「
窟
菜
集
注
釈
j

が
「
筑
紫
追
想
の
作
で
あ
る。」

と
指
摘
す
る
よ
う
に、
先
の
二
首
と
切
り
淮
し
て
捉
え
る
こ
と
が一
般
的
で

（

8-
四
七
四）

．

そ
し
て、
こ
の
二
首
の
直
後
に
位
砒
す
る
の
が、
坂
上
郎
女
が
「
大
城
山」

を
偲
ん
だ
歌
で
あ
る。

大
伴
坂
上
郎
女、
筑
紫
の
大
城
の
山
を
偲
ぶ
歌一
首

今
も
か
も
大
城
の
山
に
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
き
愕
む
ら
む
我
れ
な
け
れ
ど
も

む

あ
っ
た。
し
か
し、
賀
茂
真
淵
『
腐
薬
考」
の
み
が、
「
大
伴
郎
女
の
身
ま

か
り
し
を
大
城
の
山
に
葬
つ
ら
ん、
親
族
な
れ
は
そ
を
思
な
け
き
て
よ
め
る

也」
と、
大
野
山
と
旅
人
の
要
の
死
を
結
び
つ
け
た
解
釈
を
示
し
て
い
る。

故
人
を
葬
っ
た
山
を
偲
ぶ
歌
と
い
え
ば、

う
つ
そ
み
の
人
に
あ
る
我
れ
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
背
と
我
れ
見

〈2一
六
五、
大
伯
旦
女）

降
る
雪
は
あ
は
に
な
降
り
そ
吉
阻
の
猪
茨
の
岡
の
寒
く
あ
ら
ま
く
に

(
2
二
0
三、
枇
依Jli
子）

昔
こ
そ
外
に
も
見
し
か
我
妹
子
が
奥
城
と
思
へ
ぱ
は
し
き
佐
保
山

'

（

3
四
七
四、
大
伎を
持）

な
ど
の
歌
が
思
い
起
こ
さ
れ
る。
こ
の
坂
上
郎
女
の
「
大
城
山
を
偲
ぶ
歌」

も
ま
た、
こ
れ
ら
の
よ
う
な、
山
を
通
し
て
故
人
を
偲
ぶ
歌
の
系
誇
に
属
す

る
の
で
は
な
い
か。
先
の
二
首
と
の
深
い
関
わ
り
を
考
え
た
と
き、
そ
の
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い。
坂
上
郎
女
は、
堅
焦
と
旅
人
の
賂
答
の
典
意
を
知

り、
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
「
大
野
山」
と
旅
人
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
ほ
と

と
ぎ
す
を
う
た
っ
た
の
で
は
な
い
か。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と、
直
接
う
た
わ
ず
と
も、
巻
八
の
贈
答
歌

の
背
景
に
は、
大
野
山
が、
は
っ
き
り
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る。

堅
魚
は、
旅
人
と
共
に
こ
の
山
を
見
や
り
な
が
ら、
彼
の
尽
き
せ
ぬ
悲
し
み

を
思
い、
そ
の
心
に
寄
り
派
お
う
と
歌
を
詠
み
か
け
た
の
で
あ
ろ
う。

万
葉
集
に
弔
問
歌
は
少
な
い。
挽
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は、
家
持
が

母
を
失
っ
た
笠
を
慰
め
た
歌
(
19
旧ニー
四
I

六）
の
み
で
あ
る。
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こ
れ
と
は
違
い
堅
魚
歌
は、
死
を
想
起
さ
せ
る
事
を
う
た
わ
ず、
悲
し
み

．
を
慰
め
よ
う
と
言
薬
を
尽
く
し
た
も
の
で
は
な
い。
し
か
し、
相
手
が
最
も

心
に
か
け
て
い
る
山
を
背
景
に
し
た
こ
の
歌
は、
あ
る
意
味
で
ま
ぎ
れ
も
な

＜
弔
問
歌
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る。
初
夏
の
僚
物
に
託
し
つ
つ、
相
手
の

悲
し
み
を
深
く
察
し
た
堅
魚
の
う
た
い
方
は、
英
し
く
優
し
い
弔
問
歌
の一

手
法
と
い
え
よ
う。

五

結

そ
れ
に
し
て
も
気
に
な
る
の
が、
前
節
で
挙
げ
た、
作
者
未
詳
の
大
野
山

を
う
た
う
歌
で
あ
る。
先
述
し
た
よ
う
に、
大
野
山
を
う
た
う
歌
は
四
首
し

か
存
在
し
な
い。
そ
の
う
ち
三
首
に
つ
い
て
は、
す
べ
て
旅
人
亡
要
と
関
わ

る
こ
と
を
確
認
し
て
来
た。
そ
れ
に
対
し
て、
こ
の一
首
の
み
が、
作
者
も

成
立
耶
情
も
わ
か
ら
な
い。

し
か
し、
こ
の
歌
の
「
大
城
山」
を
説
明
す
る
た
め
に、
わ
ざ
わ
ざ
脚
注

(

5が討荘旺
甜●
註）
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
伯
す
る。
数
多

く
の
歌
を
成
立
事
情
も
作
者
も
語
ら
ず
収
め
る
巻一
0
に
お
い
て、
脚
注
を

も
つ
歌
は
唯一
こ
の一
首
の
み
で
あ
る

c

何
故
こ
の
よ
う
な
異
例
の
扱
い
が

な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。

こ
の
脚
注
の、
「
謂」
に
始
ま
り
「
者
也」
で
終
わ
る
文
体
は、
憶
良
の

沈
阿
自
哀
文
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る。
ま
た、
こ
れ
に
類
似
し
た
文

体
で、
東
国
の
言
葉
や
地
名、
愛
培
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
説
明
す
る
自
注

が、
家
持
に
も
多
く
み
ら
れ
る。

こ
の
脚
注
は、
憶
良
や
家
持
に
よ
っ
て、
旅
人
の
淡
が
葬
ら
れ、
追
悼
の

思
い
を
寄
せ
る
場
と
な
っ
た
大
野
山
の
歌
を、
正
確
に
伝
え
る
た
め
に
付
け

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か。

さ
ら
に、
こ
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
や
表
現
を
岡
ぺ
て
み
る
と、

旅
人
の
周
り
の
人
物
の
作
風
に
似
通
う
点
が
非
常
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る。

ま
ず、
二
句
「
し
ぐ
れ
の
雨」
に
注
目
し
た
い。
こ
の
語
は一
三
首
に
用

い
ら
れ
て
お
り、
巻一
0
作
者
未
詳
歌
群
を
除
い
た
用
例
を
示
し
て
み
る
と、

ー
し
ぐ
れ
の
雨
間
な
く
し
降
れ
ば
御
笠
山
木
末
あ
ま
ね
く
色
づ
き
に
け
り

（

8-
五
五
三、
大
伴
稲
公）

2
奈
良
山
の
嶺
の
質
菓
取
れ
ば
散
る
し
ぐ
れ
の
雨
し
間
な
く
降
る
ら
し

（

8-
五
八
五、
犬
売
吉
男）

3
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
は
色
づ
き
ぬ
し
ぐ
れ
の
雨
は
降
り
に
け
ら
し
も

（

8-
五
九
三、
坂
上
郊
女）

4
百
船
の
泊
つ
る
対
馬
の
浅
茅
山
し
ぐ
れ
の
雨
に
も
み
た
ひ
に
け
り

(
15=＝
六
九
七、
迅
新
股
使）

5·
…・・
秋
づ
け
ば
し
ぐ
れ
の
雨
降
り

あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
は

紅
に

に
ほ
ひ
散
れ
ど
も

橘
の
な
れ
る
そ
の
実
は

ひ
た
照
り
に
い
や
見
が

欲
し
く・・・・・・

(
18
門
二、
大
作
家
持）

大
伴
稲
公、
坂
上
郎
女、
家
持
と
い
う、
旅
人
と
血
緑
の
あ
る
人
々
が一

様
に
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る。
さ
ら
に、
こ
の
ニー
九
七
番

歌
と
同
様
に、
「
し
ぐ
れ
の
雨」
と
「
い
ろ
づ
き
ぬ」
と
い
う
語
を
合
わ
せ

-Ha-

て
用
い
て
い
る
の
は、
大
伴
稲
公
と
坂
上
郎
女
の
み
で
あ
る。
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と
り
わ
け、
「
時
雨
の
雨
は
」

と
い
う
表
現
は一＿＿
首
に
し
か
用
い
ら
れ
ず、

二
―

九
七
番
歌
と
3
を
除
け
ば、

思
は
ぬ
に
し
ぐ
れ
の
雨
は
降
り
た
れ
ど
天
雲
晴
れ
て
月
夜
さ
や
け
し

(
10
ニ
ニ
ニ
七．

秋
雑
歌、

月
を
詠
む）

と
い
う
歌
に
し
か
存
在
し
な
い
。

し
か
し、

こ
の
歌
と
ニ
ー

九
七
番
歌
と
の

類
似
性
は
痺
い
。

紅
葉
を
う
た
う
坂
上
郎
女
の
作
で
あ
る
3
と
よ
り
酷
似
し

て
い
る
と
い
え
よ
う。

ま
た、

初
句
「
い
ち
し
ろ
く」

に
注
目
し
た
時
も、

同
様
の
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。m

背
山
を
横
ぎ
る
雲
の
い
ち
し
ろ
く
我
れ
と
笑
ま
し
て
人
に
知
ら
ゆ
な

(
4
六
八
八、

坂
上
郎
女）

②
天
霧
ら
し
雪
も
降
ら
ぬ
か
い
ち
し
ろ
く
こ
の
い
つ
柴
に
降
ら
ま
く
を
見

む

（
8
-
六
四一―-、

若
桜
部
朝
臣
対
足）

③
我
が
や
ど
の
秋
萩
の
上
に
盟
＜m
郎
の
い
ち
し
ろ
く
し
も
我
れ
恋
ひ
め
や

も

(
10
ニ
ニ
五
五）

い
吉
開
の
野
木
に
降
り
覆
ふ
白
雪
の
い
ち
し
ろ
く
し
も
恋
ひ
む
我
れ
か
も

(
10
ニ
呂
二
九）

Sl
さ
を
鹿
の
小
野
の
草
伏
い
ち
し
ろ
く
我
が
と
は
な
く
に
人
の
知
ら
れ
＜

,',

 

(
10
ニ
ニ
六
八）

固
臥
い
ま
ろ
び
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も
い
ら
し
ろ
く
色
に
は
出
で
じ
朝
顔
の
花

（

10-

三
七
四i
)

m
う
か
ね
ら
ふ
跡
見
山
雪
の
い
ち
し
ろ
く
恋
ひ
ば
妹
が
名
人
知
ら
む
か
も

⑮
隠
沼
の
下
ゆ
恋
ひ
あ
ま
り
白
被
の
い
ち
し
ろ
く
出
で
ぬ
人
の
知
る
べ
く

（
17-―-
九
三
五、

平
群
氏
女
郎〉

⑯
杉
の
野
に
さ
躍
る
雉
喝
き
響
む
い
ち
し
ろ
く
音
に
し
も
泣
か
む
隠
り
要

か
も

(
19
四
一
四
八、

大
伴
家
持）

柿
本
人
麻
呂
歌
集
の
二
首
が
最
も
古
い
例
で
あ
り、

巻
一

0
か
ら
ー

ニ
に

そ
⑱
さ
丹
つ
ら
ふ
君
が
み
言
と

ひ
と
つ
ぞ

ゆ
め

(
10
二
三
四
六）

⑧
道
の
辺
の
い
ち
し
の
花
の
い
ち
し
ろ
く
人
皆
知
り
ぬ
我
が
恋
要
は

(
11
ニ
四
八
0、

柿
本
人
麻
呂
歌
集）

倒
隼
人
の
名
に
負
ふ
夜
声
の
い
ち
し
ろ
く
我
が
名
は
告
り
つ
姿
と
穎
ま
せ

(
11
ニ
四
九
七`

柿
本
人
麻
呂
歌
秘）

⑩
思
ひ
出
で
て
音
に
は
泣
く
と
も
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
嘆
か
す
な

(
11
ニ
六
0
四）

皿
恐
り
沼
の
下
ゆ
は
恋
ひ
む
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
嘆
き
せ
め
や

(
12
三
0
ニ
ー
）

四
隠
り
沼
の
下
ゆ
恋
ひ
あ
ま
り
白
波
の
い
ち
し
ろ
く
出
で
ぬ
人
の
知
る
べ

く

(
12-―1
011
三）

⑬
旅
に
し
て
妹
を
恩
ひ
出
で
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
嘆
き
せ
む
か
も

(
121-＿
一
＿―-
三）

玉
梓
の
使
も
来
ね
ば

思
ひ
病
む
我
が
封

占
部
据
ゑ
亀
も
な
焼
き

ち
は
や
ぶ
る
神
に
も
な
負
ほ
せ

恋
ひ
し
く
に
痛
き
我
が
身
ぞ

い
ち
し
ろ
く
身
に
し
み
通
り・・・・・・

（

16-l-
八
―
l

)
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か
け
て
の
作
者
未
詳
歌
群
の
用
例
が
目
立
つ。
し
か
し 、
作
者
が
分
か
る
も

の
に
注
目
す
る
と 、
伝
未
詳
の
若
桜
部
朝
臣
君
足
を
除
い
て 、
坂
上
郎
女 、

大
伴
家
持 、
家
持
の
友
人
と
さ
れ
る
平
群
氏
女
郎
と 、
「
し
ぐ
れ
の
雨」
と

同
様
に
大
伴
家
の
人
々
に
集
中
す
る 。

こ
の
語
を
知
り 、

歌
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
限
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う 。
―
二
九
七
番
歌
と
類
似
し
た
歌
を
作
る
坂
上
郎
女
が 、
そ
の
よ
う

な
言
葉
も
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い 。

坂
上
郎
女
が 、
大
城
山
を
偲
ぶ
歌
を
残
し
て
い
る
こ
と
は 、
先
述
し
た 。

こ
の
作
者
未
詳
歌
も
ま
た 、
彼
女
に
よ
っ
て 、
旅
人
の
亡
要
を
思
い
な
が
ら

う
た
わ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
か
と
さ
え
思
わ
れ
る 。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と 、
日
本
挽
歌
に
始
ま
る 、
万
葉
集
に
お
け
る
大
野

山
を
う
た
う
歌
が
す
べ
て 、
旅
人
の
亡
要
へ
と
つ
な
が
る 。
そ
し
て 、
そ
の

い
ず
れ
も
が 、
旅
人
自
身
で
は
な
く 、
彼
に
近
し
い
人
々
に
よ
っ
て
詠
ま
れ

て
い
る 。
旅
人
は 、
要
を
亡
く
し
た
悲
し
み
の
あ
ま
り 、

挽
歌
を
詠
む
こ
と

も
で
き
ず 、
た
だ
呆
然
と
我
を
葬
っ
た
大
野
山
を
眺
め
る
ば
か
り
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か 。

そ
の
よ
う
な
旅
人
の
心
を 、
壮
大
な
作
品
と
し
て
う
た
い
あ
げ
た
の
が
日

本
挽
歌
で
あ
っ
た 。
日
本
挽
歌
に 、
「
大
野
山」
と
い
う
語
の
み
が 、
正
訓

字
で
記
さ
れ
た
の
は 、
旅
人
が
心
を
寄
せ
る 、
唯一
無一一
の
山
で
あ
る
と
い

う
思
い
を
込
め
て
の
も
の
で
あ
ろ
う 。

そ
し
て 、
そ
の
大
野
山
は 、
旅
人
の
心
を
思
い
や
る
も
の
と
し
て 、
百
代

や
坂
上
郎
女
と
い
う 、
大
宰
府
で
旅
人
と
共
に
あ
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
う
た

わ
れ
て
い
く 。

こ
う
し
て 、
近
し
い
人
々
が
夫
に
代
わ
っ
て 、
要
を
非
っ
た
山
を
う
た
い

な
が
ら 、
気
持
ち
を
慰
め
よ
う
と
す
る
と
い
う
形
は 、
泣
血
哀
慟
歌
の
よ
う

な
盤
々
た
る
亡
要
挽
歌
と
は
性
質
が
異
な
る
が 、
悲
し
み
が
深
い
ゆ
え
の 、

も
っ
と
も
切
実
な
亡
要
追
悼
の一
形
態
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ま
い
か 。

注
(
1)
岡
山
県
総
社
市
に
あ
る
山
城
「
鬼
ノ
城」
の
土
品
は 、
現
在
で
も
よ
く
見

え
る 。
江
戸
期
に
は 、
「
鬼
の
鉢
巻」
と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
で
あ
る 。

(
2)
本
稿
と
は
別
の
観
点
か
ら 、
旅
人
の
歌
に
亡
要
を
偲
ぶ
思
い
を
読
み
取
る

説
と
し
て 、
大
久
保
廣
行
「
わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ー

発
想
の
煎
層
性
を

め
ぐ
っ
て
—」

(「国
文
学論
考
J

1
0
号 、
祁留文什大学
開
闘文
笈
k
)

が
あ
る 。

(
3)
こ
の
詠
み
換
え
に
注
目
し
た
論
と
し
て 、
鉄
野
昌
弘
「
揉
の
花
散
る
里
の

荏
公
鳥」
（「東
涼女
子大
学8
本文
学」
八八
サ）
が
あ
る
が 、
本
稿
と
は
別
の

結
論
を
得
て
い
る 。

(
4)
こ
の
と
き 、
石
上
堅
魚
と
旅
人
の
視
線
が
大
野
山
と
旅
人
邸
に
向
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
は 、
「
望
遊」
の
場
が
「
記
夷
の
城」
に
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
想
像
で
き
る 。
こ
こ
で 、
わ
ざ
わ
ざ
十
キ
ロ
離
れ
た
「
記
夷

の
城」
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か。

こ
の
「
望
遊」
と
い
う
語
は 、
万
薬
集
に一
例
の
み
で
あ
る
が 、
「
望」

の
用
例
は
二
五
例
存
在
す
る 。
そ
の一
部
を
挙
げ
る 。

1

和
銅一
-
1

年
庚
戌
の
春
の
二
月
に 、
藤
原
宮
よ
り
寧
楽
の
宮
に
遷
る
時
に 、

御
輿
を
長
屋
の
原
に
停
め 、
古
郷
を
廻
望
て
作
ら
す
歌

飛
ぶ
烏
明
日
香
の
里
を
骰
き
て
去
な
ば
君
が
あ
た
り
は
見
え
ず
か
も

(
1
七
八
）
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研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
II

愛
知
県
立
大
学

説
林
（
愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会）
五
七，

愛
知
淑
徳
大
学
匡
栢
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）
三
二

J

に
し

り
さ

岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科）

2

但
馬
品
女
洸
ぜ
し
後
に、
穂
積
呈
子、
冬
の
日
に
雷
の
降
る
に
肖
姦
を

渕剖U悲
協
流
悌
し
て
作
ら
す
歌一
首

降
る
四
は
あ
は
に
な
條
り
そ
吉
悶
の
猪
養
の
岡
の
寒
く
あ
ら
ま
く
に

(
2
二
Olli`

穂
積
且
子．

挽
歌）

3

大
和
道
は
裳
閑
り
た
り
し
か
れ
ど
も
我
が
採
る
袖
を
な
め
し
と
思
ふ
な

右
は、
大
宰
間
大
伴
孵、
大
納
言
を
兼
任
し、
京
に
向
ひ
て
逍
に

上
る。
こ
の
日
に、
馬
を
水
城
に
駐
め
て、
府
家
を
即
み
望
む。

....
 ，•こ
こ
に、
娘
子、
こ
の
別
れ
の
易
き
こ
と
を
傷
み、
そ
の
会

ひ
の
難
き
こ
と
を
嘆
き、
悌
を
拭
ひ
て
自
ら
袖
を
採
る
歌
を
吟
ふ。

(
6
九
六
六．
追
行
女
紛）

以
上
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に、
「
望」
は、
硲
所、
故
郷、
家
な
ど
愛

培
の
あ
る
楊
を
望
む
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多い。
こ
の
時、
二
人

は
要
の
認
所
で
あ
る
大
野
山
と、
旅
人
の
自
宅
の
両
方
を、
記
夷
山
か
ら

荒
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か。
大
野
山
と
旅
人
の
里
を
背
餓
に
し
た
こ
の

贈
答
歌
に
は、
両
者
を
見
昭
る
か
す
こ
と
の
で
き
る
「
記
夷
山」
と
い
う

場
が
不
可
欠
で
あっ
た
よ
う
に
思
え
る。

(
5)
＊
下
玉
枝
「
巻
十
詠
物
抄」
（『万葉
集を
学ぶ」
第五
集）
に、
「
色
づ
く」
も、

大
伴
家
の
人
々
の
使
用
が
際
立
つ
と
い
う
指
摘
が
あ
る。

ー丈

系ー
（
大
要
女
子
大
学）
四

大
要
国
文
（
大
爽
女
子
大
学
国
文
学
会）
四
十

ニ
八
大
阪
大
学

湖
の
本

脊
山
話
文
（
宵
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
三
九

殴
（
山
崎
勝
昭）
＋
九、
二
十

跡
見
学
園
女
子
大
学

人
文
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
人

文
学
科）
七

歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）
十
七

宇
大
国
語
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）
二
十

湖
の
本
（
秦

恒
平）
四
六、．
四
七、
匹
八

ェ
ッ
セ
イ
（
秦

恒
平）
＿
o
-

愛
媛
国
文
研
究
（
愛
緩
国
託
国
文
学
会・
愛
媛
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国

語
部
会）
五
八

愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）
四一

王
朝
細
流
抄
（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
古
代
中
世
文
学
研
究
会）
十
二

大
阪
大
谷
国
文
（
大
阪
大
谷
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）
三
九

日
本
学
報
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
学
研
究
室）

大
要
女
子
大
学
紀
要

岡
山
大
学

国
語
研
究
（
岡
山
大
学
教
有
学
部
国
語
研
究
会）
ニ―――

香
川
大
学
国
文
研
究
（
香
川
大
学
国
文
学
会）
三
三

學
習
院
大
學
脳
語
國
文
學
會
誌
（
學
習
院
大
學
國
語
図
文
學
會）
五
二

学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
報
（
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所）
二
〇

0
八
年
度
版
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