
反
歌

ね

し

ら

’

II
不
尽
の
嶺
に
降
り
撻
く
雪
は
水
無
月
の
十
五
日
に
消
ぬ
れ
ば
そ
の
夜

「
右
一

首」

の
解
釈
と
研
究
史

一

「
寓
葉
集」

巻
三
雑
歌
の
部、

山
部
赤
人
の
代
表
作
と
し
て
有
名
な
「
不

尽
山
を
望
る
歌」

の
す
ぐ
あ
と
に、

次
の
歌
が
あ
る
。

ふ
じ
n
ゃ2

よ

不
尽
山
を
詠
む
歌
一

首
井
せ
て
短
歌

か

U

す
る
が

I
な
ま
よ
み
の
甲
斐
の
国

う
ち
寄
す
る
袋
河
の
国
と

こ
ち
ご
ち
の

た
か

ね

あ
9
(
し

国
の
み
中
ゆ

出
で
立
て
る
不
尽
の
高
嶺
は

天
雲
も
い
行
き
は
ば

の
"

か
り

飛
ぶ
烏
も
飛
ぴ
も
上
ら
ず

燃
ゆ
る
火
を
酋
も
て
消
ち

降

る
雪
を
火
も
て
消
ち
つ
つ

酋
ひ
も
え
ず
名
づ
け
も
知
ら
ず

く
す

し
く
も
い
ま
す
神
か
も

せ
の
海
と
名
づ
け
て
あ
る
も

そ
の
山
の

つつ堤
め
る
神
ぞ

不
尽
JII
と
人
の
渡
る
も

そ
の
山
の
水
の
た
ぎ
ち
ぞ

日
本
の
大
和
の
国
の

鎖
め
と
も
い
ま
す
神
か
も

宝
と
も
な
れ

ぁ

駿
河
な
る
不
尽
の
高
嶺
は

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
(
3

る
山
か
も

三
一

九）

高
橋
虫
麻
呂
の
「
不
尽
山
を
詠
む
歌」

ー
山
部
赤
人
歌
へ
の
意
識
ー

降
り
け
り
（
三
二
0)

ね

あ
9
(
h

皿
不
尽
の
磁
を
高
み
か
し
こ
み
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
た
な
ぴ
く
も

の
を
（
三
ニ
―
)

右
の
一

首
は、

高
桧
巡
虫
麻
呂
が
歌
集
の
中
に
出
づ
。

類
を
も
ち
て

の

こ
こ
に
載
す。

右
の
I
i
皿
の
歌
に
つ
い
て
は、

次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る。

第
一

に、

題
詞
に
は
作
者
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一

方、

左
注
に
は
「
右
の
一

首
は、

高
橋
辿
虫
麻
呂
が
歌
の
中
に
出
づ
」
（
右
一

首
高
檎
巡
虫
麻
呂
之
歌
中
出
焉）

と
あ
り、

歌
の
出
所
が
示
し
て
あ
る
一
1)
。

し
か
し
な
が
ら、
『
泄
紫
集」

に

お
い
て
左
注
に
「
右
一

首」

と
あ
る
楊
合へ

そ
れ
は、

疸
前
の
一

首
を
さ
す

の
が
恨
例
と
な
っ
て
い
る
（
l
-

三
ー
五
左
注
な
ど
参
照）
。
一

方、

複
数

の
歌
を
さ
す
場
合
に
は、

た
と
え
ば、

死
に
し
要
を
悲
傷
し
ぴ
て、

高
橋
朝
臣
が
作
る
歌
一

首
井
せ
て
謡
歌

白
拷
の
袖
さ
し
交
へ
て

靡
き
寝
し
我
が
黒
嬰
の

ま
白
斐
に
な
り

な
む
極
み

新
世
に
と
も
に
あ
ら
む
と

玉
の
緒
の
絶
え
じ
い
妹
と

結
ぴ
て
し
こ
と
は
果
た
さ
ず

思
へ
り
し
心
は
遂
げ
ず

白
拷
の

錦

織

土
ロ
、>、’

文
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反
歌

も
置
き
て

言
と
は
ぬ
も

よ
す
か
と
ぞ
思
ふ 朝

山
の

手
本
を
別
れ

み
ど
り
子
の
泣
く
を

に
き
ぴ
に
し
家
ゆ
も
出
で
て

朝
霧
の
お
ほ
に
な
り
つ
つ

山
背
の
相
楽
山
の

ま
に
行
き
過
ぎ
ぬ
れ
ば

言
は
む
す
べ
せ
む
す
ぺ
知
ら
に

我
妹
子

と
さ
寝
し
妾
屋
に

朝
に
は
出
で
立
ち
偲
ひ

夕
に
は
入
り
居
嘆
か

ひ

脇
ば
さ
む
子
の
泣
く
ご
と
に

男
じ
も
の
負
ひ
み
抱
き
み

烏
の
ね
の
み
泣
き
つ
つ

恋
ふ
れ
ど
も
験
を
な
み
と

の
に
は
あ
れ
ど

我
妹
子
が
入
り
に
し
山
を

(
3
四
八一
）

う
つ
せ
み
の
世
の
こ
と
に
あ
れ
ば
よ
そ
に
見
し
山
を
や
今
は
よ
す
か

と
思
は
む
（
四
八
二）

朝
鳥
の
ね
の
み
し
泣
か
む
我
妹
子
に
今
ま
た
さ
ら
に
会
ふ
よ
し
を
な

み
（
四
八一1
1)

右
の
三
首
は、
七
月
二
十
日
に、

高
橋
朝
臣
が
作
る
歌
な
り。
名

字
い
ま
だ
審
ひ
ら
か
に
あ
ら
ず。
（
以
下
略）

と
い
う
よ
う
に、
「
右
の
三
首」
と
記
す
の
が
「
窟
葉
集」
に
お
け
る
慣
例

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
れ
ば、
当
面
の
「
右
の一
首
は、
高
橋
連
虫
麻
呂
が
歌
楳
の
中

に
出
づ」
と
い
う
左
注
は、
m

の
歌
に
限
定
し
て
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
見

な
く
て
は
な
ら
な
い。
そ
こ
で、

契
沖
「
萬
葉
代
匠
記」
は、

詠
不
尽
山
歌
井
短
歌

此
歌
作
者
見
エ
ス。
其
由
モ
注
セ
ヌ
ハ
作
者
未

詳
卜
云
コ
ト
ノ
脱
タ
ル
カ。
但
上
ノ
赤
人
ノ
歌
ニ
ー
首
卜
云
ヒ、
下
二

右一
首
高
橋
連
等
卜
断
レ
ハ、
注
七
サ
レ
ト
モ
作
者
シ
レ
サ
ル
事
顕
ル

、
故
敷。
醤
ハ
物
ノ
十
ア
ラ
ン
ニ
九
ツ
ニ
シ
ル
シ
ヲ
シ
ッ
レ
ハ
ー
ツハ

シ
ル
シ
ナ
キ
ヲ
以
シ
ル
シ
ト
ス
ル
カ
如
シ。

と
し、
I
II
は
作
者
未
詳、
m
は
「
虫
麻
呂
歌
集」
所
出
と
捉
え
た。
従
来

の
注
釈
昏
の
多
く
は、
こ
の
説
に
従
っ
て
い
る。

こ
の
説
に
よ
れ
ば、
「
滴
策
集」

巻
三
に
は、
は
じ
め
に
作
者
未
詳
の
長

反
歌
I
II
が
並
ん
で
存
在
し
た
段
階
が
あ
り、
そ
の
後、
「
虫
麻
呂
歌
集」

所
出
の
短
歌
皿
が
追
加
さ
れ、
そ
の
折
に、
今
見
る
よ
う
な
注
が
付
さ
れ
た

こ
と
に
な
る。
が、
「
梃
葉
集』

巻
三
が
作
者
名
を
記
す
歌
巻
で
あ
る
こ
と

を
思
え
ば、
皿
の
歌
が
追
加
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で、
I
n
の
長
反
歌
に
対

し
て
作
者
に
関
す
る
記
載
が
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い。

「
代
匠
記」
に
い
う
と
お
り、
そ
の
場
合
に
は、
「
作
者
未
詳」
な
ど
の
注

記
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
(
3
二
九
九
題
詞
脚
注、
3
四
四
二
左
注

な
ど
参
照）。
さ
ら
に、
「
虫
麻
呂
歌
集」
所
出
歌
の
他
の
歌
す
べ
て
に
題
詞

が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば、
皿
の
歌
に
限
っ
て
題
詞
が
な
い
の
は
な
ぜ
か、
と

い
う
疑
問
が
残
る。

そ
こ
で、
も
う―
つ
の
説、

す
な
わ
ち
I
I
町
の
三
首
す
べ
て
を
「
虫
麻

呂
歌
集」
所
出
と
す
る
説
が
顧
み
ら
れ
る。
佐
佐
木
信
綱「
和
歌
史
の
研
究」

（
一
九
一
五
年）

は、
「
右一
首」
は
「
右
三
首」
の
誤
り
か
と
す
る
が、

し
か
し、
「
右一
首」
は
諸
本一
致
し
た
密
き
方
で
あ
り、
誤
字
説
は
避
け

る
方
が
よ
い。
そ
れ
で、
澤
潟
久
孝
「
萬
薬
集
ー
詞
章
研
究」
（
国
語
国
文

の
研
究
第
四
十
九
号、
一
九
三
0
年）
は、
こ
の
「
右一
首」
は、
ー
の
長
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歌
を
さ
し
た
も
の
で、
II
と
m

の
短
歌
二
首
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
る、
と
説

い
た。
こ
れ
に
つ
い
て
は
早
々
に、
山
田
孝
雄
「
萬
薬
集
の
左
注
な
る
「
右

何
首」
と
書
せ
る
事
の
意
義」
（
国
語
国
文
第
二
巻
第
二
号、一
九
三
二
年）

の
反
論
が
あ
っ
た
が、
こ
れ
を
う
け
て、
澤
潟
久
孝
「
腐
葉
集
注
釈」
（一

九
五
八
年）
は、
次
の
よ
う
に
再
説
し
て
い
る。

•

殊
に
中
大
兄一一＿
山
歌
（一
・
一
三）
の
如
き、
反
歌
二
首
の
左
に
「
右

一
首」
と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
最
後
(-
五）
の一
首
の
み
で
あ
る
事

は
疑
ふ
余
地
な
き
事
で
あ
る。
（
中
略）

そ
れ
が
通
例
で
あ
る
こ
と
は

私
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
る。
たゞ

も
の
に
は
例
外
が
あ
る
の
で、
今

の
場
合
と
巻
五
巻
末
の
場
合
と
は
そ
れ
で
あ
る
と
私
は
云
っ
た
の
で
あ

る。
題
詞
に
長
歌
を
主
と
し
て
何
首
と
い
ふ
恨
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
左

注
の
場
合
に
も
そ
の
恨
例
に
従
ふ
事
が
あ
り
得
る
と
私
は
考へ
る
の
で

あ
る。

「
注
釈」
は、
「
右一
首
J

で
長
歌
ー
を
さ
す
書
き
方
を
「
腐
葉
集」
中

の
例
外
と
し
て
扱
い、
説
明
し
て
い
る。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
よ
う
だ
が、

菅
野
雅
雄
「
虫
麻
呂
の
宮
士
山
の
歌」
（「
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品

第
七
巻
j

和
泉
術
院・
ニ
0
0一
年）
は、
巻一二
左
注
の
様
相
を
押
さ
え、

巻
三
で
は、
左
注
を
題
詞
に
対
応
し
て
書
く
と
い
う
原
則
が
貰
か
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し、
「
右一
首」
で
長
歌
I
を
さ
す
不
尽
山
歌
の
左
注
の
書
き

方
は、
題
詞
「
不
尽
山
を
詠
む
歌一
首井せて
短
歌」
に
対
応
し
て、
巻
三
の

原
則
に
か
な
っ
て
い
る、
と
す
る。
先
に
「
腐
薬
集」
中
の
例
の一
っ
と
し

て
あ
げ
た
高
橋
朝
臣
の
歌
(
3
四
八一
ー
三）
の
左
注
「
右
の
三
首」
は、

の
ち
に
追
補
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
書
き
方
で、
む
し
ろ、

こ
れ
が、
巻一＿一
の
中
で
は
例
外
で
あ
る
と
い
う。

か
く
し
て、
I
I
皿
の
歌
に
ま
つ
わ
る
本
文
と
左
注
の
様
相
か
ら
し
て、

澤
潟
説
の
妥
当
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る。
歌
の
表
現・
内
容
の
面
か
ら
も、

こ
の
見
方
を
補
強
す
る
説
が
あ
る。
た
と
え
ば
佐
佐
木
信
綱
「
和
歌
史
の
研

究」
は、
大
き
く、
I
I
m
三
首
に
「
虫
麻
呂
が
風
格」
が
感
じ
ら
れ
る
と

説
き、
た
と
え
ば
「
注
釈」
は、
長
歌
の
表
現
を
考
察
し
て、
冒
頭
に
枕
詞

を
使
っ
た
地
名
を
煎
ね
る
こ
と、
指
示
代
名
詞
「
そ
の」
の
反
復、
「
こ
ち

ご
ち」
の
使
用
な
ど、
こ
の
長
歌
に
「
虫
麻
呂
ら
し
い
特
色」
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。
ま
た、
m

の
歌
に
は、
1
の
歌
と
同一
の
句、「
天

雲
も
い
行
き
は
ば
か
り」
が
用
い
ら
れ
て
い
る。
「
注
釈」
は`

こ
の
点
を

菰
視
し、
「
長
歌
の

二印
を
採
つ
て
反
歌
と
し
た
も
の
で
あ
る。
こ
れ
を
以

つ
て
も
共
に
同
じ
作
者
虫
麻
呂
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考へ
ら
れ
る」
と
述

べ
て
い
る。
「
天
雲
も」
と
同一
の
句
は、
1
と
皿
の
歌
を
除
け
ば、
集
中

ほ
か
に、
巻
十
六・
三
七
九一
番
の
歌
に
し
か
見
ら
れ
な
い。
「
い
行
き
は

ば
か
り」
は、
1
と
皿
の
歌
の
ほ
か
に
は、
前
掲
赤
人
の
三一
九
番
の
歌
の

み
に
用
い
ら
れ
て
い
る。
I
m
二
首
に
お
け
る「
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り」

の
対
応
は、
I
1
皿
の
三
首
を一
連
の
作
と
見
る
上
で、
た
し
か
に
有
効
な

一
証
と
な
ろ
う。

近
年
の
研
究
状
況
は、
慎
直
な
態
度
を
と
り
つ
つ
も、
I
I
m
の
歌
す
ぺ

て
を
高
橋
虫
麻
呂
の
作
品
と
と
ら
え
る
方
向
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
g
°

紙

者
も
ま
た
こ
の
見
方
に
与
す
る。
本
論
は、
そ
の
理
由
を
示
す
べ
く、
I
I
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③
 

皿
の
歌
に
共
通
す
る
内
部
的
な
特
色
を
指
摘
し、

そ
の
特
色
が
生
み
出
さ
れ

た
要
因
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
る。

二
．

不
尽
山
頂
の
雪

は
じ
め
に
ー
の
長
歌
を
見
る。

I
の
長
歌
に
つ
い
て
は、

山
部
赤
人
の
不

尽
山
歌
(
3
三
一

七
i
八）

と
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
-
3)
0

二
つ
の
歌
の
相
違
の
一

っ
と
し
て、

構
図
の
取
り
方、

す
な
わ
ち、

不
尽

山
の
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
て
う
た
っ
て
い
る
か、

と
い
う
点
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は、

西
宮
一

民
『
腐
薬
集
全
注

巻
第
一―-」

（
一

九
八
四
年）

に、
「
前
の
赤
人
の
歌
は
宮
士
山
頂
に
焦
点
を
当
て
て
ゆ

く
手
法
を
と
っ
た
が、

こ
の
作
で
は
土
台
か
ら
山
頂
へ
、

再
ぴ
広
大
な
山
裾

へ
と
立
体
的
な
構
同
を
と
っ
て
い
る
」

と
い
う
指
摘
が
あ
る
け
れ
ど
も、

そ

の
指
摘
の
と
お
り、

こ
の
長
歌
は、

．

①

土
台
を
う
た
う
11
冒
頭
か
ら
「
出
で
立
て
る
不
尽
の
高
嶺
は
」

ま

山
頂
を
う
た
う
11
「
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り」

か
ら
「
く
す
し

く
も
い
ま
す
神
か
も」

ま
で

山
裾
を
う
た
う
11
「
せ
の
海
と
名
づ
け
て
あ
る
も
J

か
ら
「
宝
と

も
な
れ
る
山
か
も」

ま
で

と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
不
尽
山
を
た
た
え
て
お
り、

そ
の
点、

赤
人
の
歌

と
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

山
部
赤
人
の
歌
は、

周
知
の
と
お
り、

不
尽

山
頂
の
雪
に
焦
点
を
し
ぼ
り
こ
ん
で
い
る
。

り
け
る

み

山
部
宿
播
赤
人、

不
尽
山
を
望
る
歌
井
せ
て
短
歌

か
h-

天
地
の
分
か
れ
し
時
ゆ

神
さ
ぴ
て
高
く
貴
き

駿
河
な
る
不
尽
の

た
か

わ

あ
9

さ

●
＜

高
嶺
を

天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば

渡
る
日
の
影
も
屈
ら
ひ

照

L
ら
く
し

る
月
の
光
も
見
え
ず

白
雲
も
行
き
は
ば
か
り

時
じ
く
ぞ
雷
は
降

-̂

栢
り
告
げ
言
ひ
継
ぎ
行
か
む

不
尽
の
高
領
は
(
3
=
＝-

田
子
の
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
ま
白
に
ぞ
不
尽
の
高
硲
に
雪
は
降

り
け
る
（
三
一

八）

こ
う
し
た
栂
図
の
取
り
方
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
け
れ
ど
も、

も
う
一

点、

本
論
に
注
目
さ
れ
る
相
違
が
あ
る
。

そ
れ
は、

不
尽
山
頂
の
営
の
う
た

い
方
の
相
違
で
あ
る
。

赤
人
の
長
歌
は、
「
渡
る
日」
「
照
る
月」
「
白
雲」

の
た
た
ず
ま
い
を
叙

し
つ
つ
、

最
終
的
に
「
時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る」

と、

不
尽
山
頂
に
降
り

積
も
っ
た
雪
に
焦
点
を
し
ぽ
る
。

さ
ら
に、

反
歌
に
お
い
て、
「
ま
白
に
ぞ」

と
そ
の
色
彩
を
具
体
的
に
う
た
い
、

山
頂
の
白
雪
を
視
悦
的
に
印
象
づ
け
て

い
る
。

赤
人
の
不
尽
山
歌
は、

題
詞
に
「
不
尽
山
を
望
る
歌」

と
あ
る
と
お

り、

ま
さ
し
く
不
尽
山
頂
の
白
雪
を
望
見
す
る
歌
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
る
と、

当
面
の
I
の
長
歌
は、

不
尽
山
頂
の
雪
に
対
す
る
扱

い
方
が
ず
っ
と
軽
い
。

こ
の
歌
に
お
い
てへ

山
頂
の
雪
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
の
は、

第
二
段
の
「
燃
ゆ
る
火
を
雪
も
て
消
ち

降
る
雪
を
火
も
て
消
ち

つ
つ
」

の
四
句
に
限
ら
れ
る。

し
か
も、

そ
の
四
句
は、

観
念
的
な
表
現
で、

反
歌

七）
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実
際
の
光
景
を
写
し
取
ろ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い。

こ
こ
に
「
燃
ゆ
る
火」
と
あ
る
の
は、
万
葉
の
時
代、
不
尽
山
が
噴
煙
を

あ
げ
て
い
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る。
こ
の
こ
と
は、
当
時
広

く
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
く、
「
萬
薬
集
j

に
も
ほ
か
に
そ
れ
を
題
材
に
し
た

歌
が一二
首
あ
る
(
11
ニ
六
九
五・
ニ
六
九
七
と
或
本
歌）。
「
燃
ゆ
る
火
を
雷

も
て
消
ち

降
る
雪
を
火
も
て
消
ち
つ
つ」
の
四
句
は、
当
時
広
く
知
ら
れ

て
い
た
噴
涯
と、
山
頂
に
降
り
積
も
る
雪
と
い
う、
不
尽
山
に
ま
つ
わ
る
代

表
的
な
事
象
を
取
り
上
げ、
か
つ、
お
互
い
に
打
ち
消
し
合
う
よ
う
に
組
み

合
わ
せ
た
対
句
表
現
と
認
め
ら
れ
る。
こ
の
よ
う
に
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て、

1
の
作
者
は、
「
火」
と
「
雪」
と
い
う
二
つ
の
事
象
の
相
克
が
間
断
な
く

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
表
現
し、
不
尽
山
が
も
つ
神
秘
性
を
強
調
し
よ
う
と

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

こ
の
よ
う
に、
赤
人
の
歌
は、
不
尽
山
頂
の
白
雪
を
視
覚
的
に
映
し
出
し

て
お
り、
1
の
長
歌
は、
不
尽
山
頂
の
白
雪
を
視
覚
的
に
映
し
出
し
て
い
な

い、
と
い
う
相
違
が
あ
る。
こ
の
相
違
は、
続
く
反
歌
n

に
も
同
様
に
当
て

は
ま
る。

rr
の
反
歌
は、
次
の
と
お
り。

不
尽
の
嶺
に
降
り
置
く
雪
は
水
無
月
の
も
ち
に
消
ぬ
れ
ば
そ
の
夜
降
り

け
り

こ
の
歌
に
つ
い
て
は、
仙
覚
『
萬
葉
集
註
釈』
に、
「
宮
士
ノ
山
ニ
ハ、

雪
ノ
フ
リ
ツ
モ
リ
テ
ア
ル
ガ、
六
月
十
五
日
二、
ソ
ノ
雪
ノ
キ
エ
テ、
子
ノ

時
ヨ
リ
シ
モ
ニ
ハ、
又
フ
リ
カ
ハ
ル
ト、
駿
河
国
風
土
記
ニ
ミ
エ
タ
リ
ト
云

ヘ
リ」
と
あ
る。
こ
の
歌
は、
そ
う
し
た
土
地
の
伝
承
に
基
づ
い
て
う
た
わ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
歌
の
意
は、
「
不
尽
の
頂
に
降
り
積
も
る
雪
は、

六
月
十
五
日
に
消
え
る
と
そ
の
夜
の
う
ち
に
降
る
と
い
う
こ
と
だ
が、
そ
の

と
お
り
だ」
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
(
4
)
0

こ
の
JI
の
歌
も、
長
歌
ー
と
同
じ
く、
不
尽
山
頂
の
雪
を
取
り
上
げ
て
は

い
る
け
れ
ど
も、
し
か
し、
山
頂
の
白
雪
を
視
覚
的
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い。
こ
の
こ
と
は、
南
信一
『
寓
薬
集
駿
遠
豆

論
考

と
評
釈」
（一
九
六
九
年）
に
詳
し
く、

山
頂
の
雪
が、
酷
暑
の
盛
り
で
あ
る
六
月
十
五
日
に
消
え
て
し
ま
う
と、

す
ぐ
夜
降
る
の
は、
そ
の
山
が
神
山
で
あ
る
か
ら
と
い
う
考
え
が
根
底

に
あ
る
（
巻
十
七
の
「
立
山
に
降
り
骰
け
る
雪
を
常
夏
に
見
れ
ど
も
あ

か
ず
神
か
ら
な
ら
し」

——
四
O
Ol
の
歌
を
よ
き
傍
証
と
す
る
こ
と

が
出
来
よ
う）。
赤
人
は
写
実
に
徹
し
て
麓
峰
不
尽
を
詠
い、
こ
れ
は

こ
の
山
の
神
性
を
と
ら
え
て
霊
峰
不
尽
を
詠
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来

よ
う。
こ
の
歌
に
赤
人
の
歌
に
お
け
る
ご
と
き
色
彩
感（「
白
雪
も」「
真

白
に
ぞ」）
が
全
く
な
い
の
も、
こ
う
し
た
対
象
の
と
ら
え
方
に
か
か

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う。

と
説
く
と
お
り
で
あ
る。

JI
の
歌
は、
長
歌
ー
の
第
二
段
「
燃
ゆ
る
火
を
雪
も
て
消
ち

降
る
雪
を

火
も
て
消
ち
つ
つ」
と
は
観
点
が
異
な
る
も
の
の、
降
っ
て
は
消
え、
消
え

て
は
降
る
と
い
う
不
尽
山
頂
の
雪
の
神
秘
を
対
句
的
に
う
た
う
こ
と
に
よ
っ

て、
不
尽
山
を
た
た
え
た
歌
で
あ
り、
そ
の
意
味
に
お
い
て、
長
歌
ー
と
同
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こ
の
皿
の
歌
も
ま
た、
I
II
二
首
と
同
じ
く、
不
尽
山
頂
の
酋
を
視
党
的

に
映
し
出
し
て
い
な
い。
結
句
「
た
な
ぴ
く
も
の
を」
の
「
も
の
を」
は、

逆
接
の
意
を
表
す
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も、
と
き
に
感
動・
強
調
の
意
を
表

す
こ
と
が
あ
り、
こ
こ
は
そ
の
例
に
属
す
と
考
え
ら
れ
る。
荒
木
田
久
老『
萬

葉
集
槻
乃
落
葉」
に、
「
こ
の
を
は、
よ
と
い
ふ
に
同
じ
く、
よ
び
捨
て
た

る
を
な
り」
と
あ
り、
「
注
釈
j

に
餐
意
を
表
し
て、
「
こ
の
「
も
の
を」
は

『
こ
と
よ」
と
い
ふ
に
近
い」
と
述
べ
て
い
る。
ま
た、
木
下
正
俊
「「
も

の
を」
覚
書」
（「
抵
薬
集
研
究

第
三
集
j

―
九
七
四
年）
に、「
苑
葉
集』

に
お
け
る
「
も
の
を」
全
般
に
つ
い
て
考
察
し
た
上
で、
「
作
者
も
お
そ
ら

く
『
た
な
ぴ
き
に
け
り』
な
ど
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
気
持
で
用
い
た
の

で
は
な
い
か。
鎌
田
氏
（
注、
鎌
田
広
夫
「
助
詞
「
も
の
を」
に
つ
い
て
1

天
草
本
平
家
物
語
を
中
心
に
ー」
語
学
文
学
第
八
号）
が
示
し
た
四
種
の
う

ち
の、
「
四、
単
に
感
動、
強
調、
確
認
等
の
意
を
表
わ
す』
と
い
う
の
は、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
よ
く
当
て
は
ま
る。
こ
う
し
て
モ
ノ
ヲ
は
上
代
に
お
い

て
す
で
に
終
助
詞
と
認
む
べ
き
用
法
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る」
と
説
い
て

い
る
の
が
参
考
に
な
る。

‘

曹

し
た
が
っ
て、
一
首
は、
「
不
尽
の
山
が
高
く
て
恐
れ
多
い
の
で、
天
雲

さ
え
も
行
く
の
を
た
め
ら
っ
て、
ほ
ら、
あ
ん
な
に
た
な
ぴ
い
て
い
る
で
は

を

じ
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う。

皿
の
歌
は
ど
う
か。

‘

不
尽
の
嶺
を
高
み
か
し
こ
み
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
た
な
ぴ
く
も
の

な
い
か」
と
い
う
意
と
認
め
ら
れ
る。
一
首
は、
不
尽
山
の
高
さ
と
神
聖
を

た
た
え
た
歌
で
は
あ
る
け
れ
ど
も、
不
尽
山
頂
の
営
そ
の
も
の
を
「
見
た」

と
い
う
感
動
を
表
出
し
な
い。
視
覚
的
に
捉
え
ら
れ、
う
た
わ
れ
て
い
る
の

は、
む
し
ろ、
た
な
ぴ
＜
雲
で
あ
る。

lII
の
歌
が
か
よ
う
な
う
た
い
方
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は、
従
来、

あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。
け
れ
ど
も、
こ
の
こ
と
は、

I
1
皿
を一
連
の
作
と
見
る
立
場
に
と
っ
て
加
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に、
I
II
二
首
は
不
尽
山
頂
の
雪
を
視

党
的
に
捉
え
て
う
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
共
通
性
を
も
っ
て
い
る。
皿

の
歌
も
ま
た
同
様
で
あ
る。
こ
の
共
通
性
は、
偶
然
に
生
ま
れ
る
性
格
の
も

の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。

＇．

、
い
っ
た
い
上
代
に
限
ら
ず、
不
尽
山
と
い
っ
て
ま
っ
さ
き
に
思
い
浮
か
ぶ

の
は、
白
雷
を
い
た
だ
く
不
尽
の
雄
姿
で
は
な
か
ろ
う
か。
た
と
え
ば、
「
常

陸
国
風
土
記」
（
筑
波
郡）
に
は、

古
老
の
日
へ
ら
く、
昔、
神
祖
の
雌、
諸
神
た
ち
の
処
に
巡
り
い
で
ま

ふ

し

ゃ
2

ひ

ぐ
れ

あ

し
て、
駿
河
の
国
福
慈
の
岳
に
到
り
て、
つ
ひ
に
日
葬
に
過
ひ
て、

々

ど

り

こ

ふ

じ

ま
を

遇
宿
を
謂
欲
ひ
た
ま
ひ
き。
こ
の
時、
福
慈
の
神
答
へ
て
曰
し
し
く、

「
釦
忠

畠
牢
し
て、
究
か
即
忠
せ
り。
今
日
の
犀
は、
即
は
く
は
許

し
堪へ
じ
j

と
ま
を
す。
こ
こ
に、
神
祖
の
軟、
恨
み
泣
き
て
告
り
た

ま
は
く、
「
す
な
は
ち
汝
が
親
ぞ。
何
ぞ
宿
さ
ま
く
欲
り
せ
ぬ。
汝
が

を
さ

い

9

rJ

し

る
山
は、
生
涯
の
極
み、
冬
も
炭
も
雪
ふ
り
霜
お
き
て、
冷
寒
さ

居
む

し

さ

ひ

と

t
しヽニ
の
た
て
ま
つ

砥
嬰
り、
人
民
登
ら
ず、
飲
食
奨
る
こ
と
な
け
む」
と
の
り
た
ま
ひ
き。
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と
得
ず。

と
い
う
伝
承
が
あ
る。
あ
る
い
は
ま
た、
「
萬
薬
集」
に
は、

逢
へ
ら
く
は
王
の
緒
し
け
や
恋
ふ
ら
く
は
不
尽
の
高
嶺
に
降
る
雪
な
す

•

も
(
14
三
三
五
八
の一
本）

．

と
い
う
歌
が
あ
る。
こ
う
し
た
伝
承
や
歌
か
ら
痰
え
る
よ
う
に、
不
尽
山
頂

の
雪
は、
当
時
に
お
い
て
も
不
尽
山
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
面
が

確
か
に
あ
る。
作
者
の
傾
に
立
つ
な
ら
ば、
不
尽
山
を
う
た
お
う
と
し
た
と

．
き
に、
ま
ず
も
っ
て
う
た
い
た
い
の
は、
不
尽
山
頂
の
白
雪
を
「
見
た」
と

い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か。
事
実、
赤
人
は、
不
尽
山
頂
の
白
雪
を
目
に

し
た
感
動
を
ま
っ
す
ぐ
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る。

あ
る
い
は
ま
た、
大
伴
家
持
が
立
山
を
う
た
う
と
き
に
も、

と
こ
と
つ

立
山
に
降
り
置
け
る
雪
を
常
夏
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
神
か
ら
な
ら
し

(
17
四
0
0
I

)
 

の
よ
う
に、
立
山
山
頂
の
雷
を
目
に
し
た
感
動
を
表
出
し
て
い
る。

・

不
尽
山
を
悶
材
に
し
て
う
た
お
う
と
す
る
と
き
に、
山
頂
の
白
雪
を
視
覚

的
に
表
現
せ
ず
に
う
た
う
と
い
う
こ
と
は、
そ
れ
相
当
の
理
由
と
意
志
を
必

要
と
す
る
の
で
は
な
い
か。
不
尽
山
頂
の
白
雪
を
視
党
的
に
表
現
し
な
い
と

い
う
姿
勢
が
1
i
m
の
歌
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は、
I
i
m
三
首
が

同一
作
者
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ、
そ
の
作
者
が
統一
的
な
意
図
を
も
っ
て

う
た
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

思
え
ば、
1
の
長
歌
の
前
に
は
「
不
尽
山
を
詠
む
歌一
首」
と
あ
る。
赤

ふ

じ

ぐ
2

"

＂

（
中
略）
こ
こ
を
も
ち
て、
福
慈
の
岳
は、
常
に
雪
ふ
り
て
登
臨
る
こ

人
の
不
尽
山
歌
の
題
詞
に
は
「
不
尽
山
を
望
る
歌ー
首」
と
あ
り、
こ
れ
が

歌
の
内
容
に
照
ら
し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
す
で
に
述
ぺ
た
け
れ
ど
も、
そ

れ
と
同
じ
く、
I
I
m
の
三
首
を
く
く
る
題
詞
と
じ
て「
不
尽
山
を
詠
む
歌」

と
あ
る
の
は、
不
尽
山
頂
の
雪
を
視
党
的
に
う
た
わ
な
い
I
!
m
三
首
の
表

現
性
に
照
ら
し
て、
ふ
さ
わ
し
い。

か
く
し
て
本
論
は、
I
！
皿
三
首
は、
同一
作
者、
高
橋
虫
麻
呂
の
手
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た一
連
の
作
で
あ
り、
も
と
も
と
の
「
虫
麻
呂
歌
集」
に
お

い
て
も．
「
不
尽
山
を
詠
む
歌一
首
井
せ
て
短
歌」
と
い
う
題
詞
の
も
と
に
連
な

っ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
見
る。
巻
三
組
者
は、
「
虫
麻
呂
歌
集」
の
中

に
こ
の
一
巡
の
不
尽
山
を
詠
む
歌
三
首
を
見
出
し、

需捻岱采
j

巻
三
・
雑

歌
の
部、
赤
人
の
不
尽
山
歌
の
あ
と
に
「
類
を
以
て」
収
録
し、
題
詞
の
記

述
と
同
じ
く、
長
歌
を
さ
す
意
を
こ
め
て
「
右一
首
高
橋
追
虫
麻
呂
之
歌
中

出
焉」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う。

赤
人
歌
と
虫
麻
呂
歌

以
上、
I
I
m
三
首
に
共
通
す
る
特
色
を
指
摘
し、
一

王目
が
虫
麻
呂
の
手

に
な
る一
連
の
作
品
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
ぺ
た。
こ
の
立
場
か
ら、
最
後

に、
不
尽
山
歌
に
お
い
て
虫
麻
呂
は
な
ぜ
山
頂
の
雪
を
視
覚
的
に
捉
え
て
う

た
わ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
く。

第一
に
考
え
ら
れ
る
の
は、
m
の
歌
（
第
二
反
歌）
の
下
句
に
「
天
槃
も

い
行
き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を」
と
あ
る
と
お
り、
虫
麻
呂一
行
が
不

尽
山
付
近
を
通
過
し
た
と
き
に
目
に
し
た
の
は、
不
尽
山
を
雲
が
す
っ
か
り
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隠
し
て
い
る
光
景
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
事
の
真

．
相
は、
案
外
こ
う
い
う
単
純
な
事
情
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い。
し
か
し、

か
り
に、
虫
麻
呂一
行
が
不
尽
山
付
近
を
通
過
し
た
そ
の
日
に
不
尽
山
が
見

え
な
か
っ
た
と
し
て
も、
あ
る
い
は
山
頂
に
雪
が
な
い
季
節
で
あ
っ
た
と
し

て
も、
歌
に
お
い
て
は
不
尽
山
頂
の
雪
を
目
に
し
た
よ
う
に
う
た
う
こ
と
は

で
き
る。
事
実、
『
煎
葉
集」
に
「
幻
視」
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
歌
は
多

い
（
伊
藤
博
「
人
麻
呂
に
お
け
る
幻
視」
学
燈
社
国
文
学
第
二
十一
巻
第
四

号、
一
九
七
六
年、
「
腐
葉
集
の
表
現
と
方
法

下」
所
収）。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は、
虫
麻
呂
が、
先
行
す
る
赤
人
の
歌
と
同
じ
う

た
い
方
に
な
る
こ
と
を
意
図
的
に
避
け
た
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
こ
と
で

あ
る。
虫
麻
呂
の
歌
と
赤
人
の
歌
の
先
後
関
係
は
厳
密
に
は
不
明
だ
け
れ
ど

も、
「
萬
葉
芭
巻
三
の
収
録
状
況
は、
赤
人
の
歌
が
先
に
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語
る。
ま
た、．
赤
人
が
型
武
天
皇
周
辺
の
歌
人
に
な
っ
た
の
は、

和
鉗
七
年
（
七
一
四）．
頃
（
伊
藤
博
「
ト
ネ
リ
文
学」
8
本
文
学
第
十
五
巻

第一
号、
一
九
六
六
年、
「
梃
葉
染
の
歌
人
と
作
品

上
j

所
収
）。
一
方、

虫
麻
呂
の
不
尽
山
歌
は、
通
説
に
よ
れ
ば、
藤
原
宇
合
と
と
も
に
常
陸
に
下

っ
た
茨
老一
二
年
（
七一
七）
頃
の
作
と
捉
え
ら
れ
る。
こ
う
し
た
実
情
を
考

慮
し
て
も、
赤
人
の
歌
が
先
に
な
さ
れ
た
と
見
な
す
ゆ
と
り
は
あ
る。

虫
麻
呂
に
は、
不
尽
山
歌
の
ほ
か
に
も、
赤
人
の
歌
と
同
じ
題
材
を
取
り

上
げ
て
う
た
っ
た
歌
が
あ
る。
赤
人
の
「
勝
鹿
の
真
間
娘
子
の
墓
を
過
ぎ
る

時
の
歌」
(
3
四
三一
i-l-）
に
対
す
る、
真
間
娘
子
伝
説
歌
（
9-
八
0

七
ー
八
）

が
そ
れ
で
あ
る。
赤
人
の
真
間
娘
子
の
歌
は
巻
三
挽
歌
に
収
録
さ

れ
て
い
る。
岡
部
政
裕
「
高
橘
虫
麻
呂
と
田
辺
福
麻
呂」
（『
放
葉
楳
大
成

loj
―
九
五
四
年
）

に
は、
赤
人
歌
の
前
に
人
麻
呂
の
歌
(
3
四
二
九
ー
三

O)
が
あ
り、
う
し
ろ
に
和
銅
四
年
（
七―
-
）
の
歌
(
3
四
三
四
＼
七）

が
あ
る
こ
と
か
ら、
赤
人
の
真
朋
娘
子
の
歌
は
和
銅
の
は
じ
め
頃
の
作
と
捉

え
た
上
で、
虫
麻
呂
の
歌
は、
字
合
と
の
朋
連
で、
養
老
三
年
（
七一
七）

頃
の
作
と
考
え
ら
れ
る
か
ら、
赤
人
作
が
先
行
し
て
な
さ
れ
て
い
た
と
見
な

さ
れ
る、
と
説
く。
私
見
に
よ
れ
ば、
虫
麻
呂
の
真
間
娘
子
伝
説
歌
が
最
終

的
に
完
成
し
披
露
さ
れ
た
の
は
天
平
四
年
（
四
三
二）
頃
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
（
拙
稿
「
高
橋
虫
麻
呂
の
束
国
伝
説
歌
二
首」
「
菰
葉
集
研
究

第
二

十
五
集」
二
0
0一
年
参
照）。
で
あ
れ
ば、
赤
人
歌
が
先
行
し
て
あ
っ
た

こ
と
は
ほ
ぽ
確
実
と
い
え
る
(
S
)
0

真
間
娘
子
伝
説
歌
の
場
合
に
も、
虫
麻
呂
の
歌
と
赤
人
の
歌
と
は
同
じ
う

た
い
方
に
な
っ
て
は
い
な
い。
一
例
を
あ
げ
れ
ば、
赤
人
は、

勝
鹿
の
其
間
の
入
江
に
う
ち
靡
く
玉
藻
刈
り
け
む
手
児
名
し
思
ほ
ゆ

(
3
四
三
二）

と
い
う
よ
う
に、

真
間
娘
子
の
仕
事
が
玉
凍
を
刈
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に

う
た
っ
て
い
る。
一
方、
虫
麻
呂
は、
彼
女
の
姿
を、

．

勝
鹿
の
真
間
の
井
見
れ
ば
立
ち
な
ら
し
水
汲
ま
し
け
む
手
児
名
し
思
ほ

ゆ
（
9-
八
0
八）

と
い
う
よ
う
に、
水
を
汲
む
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る。
口
頭

伝
承
の
段
階
で
は、
双
方
が
真
JUI
娘
子
の
姿
と
し
て
器
ら
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
け
れ
ど
も、

結
果
と
し
て、
二
人
の
歌
人
の
う
た
い
方
は、
か
よ
う
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に
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る。

赤
人
は、

聖
武
朝
宮
廷
歌
人
と
し
て、
は
な
や
か
な
場
で
う
た
う
こ
と
が

許
さ
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た。
対
し
て
虫
麻
呂
は、

宇
合
の
庇
護
を
う
け
る
こ

と
は
で
き
た
け
れ
ど
も、
つ
い
に
宮
廷
歌
人
と
し
て
う
た
う
栄
誉
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た。
い
わ
ば
傍
系
の
歌
人
で
あ
る
虫
麻
呂
が、

宮
廷
歌
人

で
あ
る
赤
人
に
張
り
合
う
よ
う
な
気
持
ち
で、

赤
人
の
歌
を
大
い
に
意
識
し

な
が
ら
真
間
娘
子
伝
説
歌
を
な
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る。

真
間
娘

子
の
歌
に
お
け
る
両
者
の
違
い
は、

そ
う
し
た
虫
麻
呂
の
意
識
に
よ
っ
て
導

．．
 か
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か。

伊
藤
博
「
伝
説
歌
の
源
流」
（
国
語
国
文
第
三
十
三
巻
第
三
号、
一
九
六

四
年、
『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品

下
j

所
収）

は、

虫
麻
呂
を
伝
説
歌
人

へ
と
傾
か
せ
た
要
因
の
一
っ
と
し
て、

聖
武
朝
宮
廷
歌
人
の
金
村
や
赤
人
に

対
す
る
「
心
の
陰
影」
「
羨
望
の
念」
「
は
り
あ
う
気
持」
が
考
え
ら
れ
る
と

説
き、

不
尽
山
歌
に
お
け
る
赤
人
と
虫
麻
呂
の
対
立
関
係
に
つ
い
て、

次
の

よ
う
に
指
摘
す
る。

万
葉
集
巻
三
が、

赤
人
の
窟
士
の
歌
と
虫
麻
呂
の
窟
士
の
歌
と
を
類
を

も
っ
て
配
列
し
て
い
る
の
は、

近
江
荒
都
歌
を
め
ぐ
る
人
麻
呂・
黒
人

の
歌
と
同
様
に、

深
く
興
味
を
そ
そ
る。
（
中
略）

赤
人
歌
の
伝
統
形

式
に
よ
る
設
歌
性
と
虫
麻
呂
の
そ
の
型
を
破
っ
た
叙
形
性
と
は、
二
つ

の
作
の
間
に、
い
か
に
も
対
立
関
係
が
存
し
た
ご
と
く
で、

軽
視
で
き

な
い
も
の
が
あ
る。

ま
た`

そ
の
後
の、
「
腐
葉
集
釈
注
j

（一
九
九
六
年）

に
も、

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
も
と
よ
り
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も、
こ
の
両
作

は、

ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
何
ほ
ど
か
意
躁
し
て
織
り
な
さ
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば、

双
方
に
登
場
す
る
「
白
雲

も
い
行
き
は
ば
か
り」
（
赤
人）、
「
天
毎
も
い
行
き
は
ば
か
り」
（
虫
麻

呂）

と
い
う
相
似
た
表
現
に
も、

目
に
は
見
え
ぬ
火
花
が
ひ
そ
ん
で
い

る
か
も
し
れ
ず、

対
象
の
と
ら
え
方
や
措
辞
の
相
違
に
は
ま
た
別
の
燃

焼
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い。

と
説
く。

前
掲
論
文、
「
釈
注
j

と
も
に、

両
者
の
先
後
関
係
は
慎
重
に
扱
わ
れ
て

い
る
け
れ
ど
も、

虫
麻
呂
の
歌
が、

不
尽
山
の
象
徴、

山
頂
の
白
雪
を
視
党

的
に
映
し
出
し
て
い
な
い
こ
と
を
思
う
な
ら
ば、
こ
の
揚
合
の
両
者
の
対
立

関
係
も、

真
間
娘
子
の
歌
と
同
じ
く、

赤
人
の
歌
が
先
に
あ
り、

そ
の
作
を

虫
麻
呂
が
意
識
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か。
．

前
述
の
と
お
り、
赤
人
の
不
尽
山
歌
は、

不
尽
山
頂
の
白
雪
を
鮮
や
か
に

印
象
づ
け
て
い
る。

先
行
す
る
赤
人
の
歌
と
同
じ
趣
向
に
な
ら
な
い
よ
う
に

し
て
不
尽
山
頂
の
雷
を
う
た
お
う
と
す
れ
ば、
ど
の
よ
う
な
う
た
い
方
に
な

る
か。
そ
う
思
っ
て
虫
麻
呂
の
三
首
を
見
れ
ば、

長
歌
に
お
い
て
は
不
尽
山

頂
の
雪
を
「
燃
ゆ
る
火」
と
の
取
り
合
わ
せ
で
観
念
的
に
う
た
い、

第一
反

歌
に
お
い
て
は
雪
に
ま
つ
わ
る
土
地
の
伝
承
を
う
た
い、

第
二
反
歌
に
お
い

て
は
山
頂
の
雷
を
隠
す
よ
う
に
た
な
ぴ
＜
器
の
様
子
を
う
た
っ
て
い
る。
考

え
抜
か
れ
た
う
た
い
方
と
い
う
べ
き
で、

虫
麻
呂
の
苦
心
を
窺
う
こ
と
が
で
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き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
長
歌
ー
に
お
け
る
構
図
の
取
り
方、

す
な
わ
ち、

•

土
台
を
う
た
い、
山
頂
を
う
た
い、．
再
び
山
裾
を
う
た
う
と
い
う
方
法
も、

赤
人
と
同
じ
趣
向
に
な
ら
な
い
よ
う
に
心
が
け
た
結
果
と
見
れ
ば
納
得
が
い

く
よ
う
に
思
わ
れ
る。

細
部
に
つ
い
て
言
え
ば、
長
歌
と
第
二
反
歌
に
お
い
て
虫
麻
呂
は、
「
白

雲」
で
は
な
く、「
天
猿」
の
言
葉
を
用
い
て
い
る。
虫
麻
呂
に
は
「
白
雲」

．
を
用
い
た
歌
が
四
首
あ
り
(
6
九
七一
、
9一
七
四
0．
一
七
四
七
・
一
七

四
九）
、
虫
麻
呂
に
と
っ
て
「
白
雲」
は
む
し
ろ
愛
好
の
言
葉
で
あ
っ
た
と

い
え
る。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
こ
こ
で、
「
白
雲」
で
は
な
く
「
天
箕」
を

用
い
た
の
は、
虫
麻
呂
の
中
に
赤
人
作
歌
に
対
す
る
意
織
が
強
く
あ
り、
同

じ
言
葉
を
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
見
な
せ
よ
う。

虫
麻
呂
の
「
不
尽
山
を
詠
む
歌」
三
首
が
も
つ
個
性
は、
要
す
る
に、
赤

人
の
歌
に
対
す
る
意
紐
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る。
事
は、

真
間
娘
子
伝
説
歌
に
も
同
様
で
あ
る。
山
部
赤

人
の
歌
の
存
在
は、
虫
麻
呂
特
有
の
歌
の
世
界
を
切
り
開
く
の
に、
思
い
の

外、
直
要
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。（

二
0
0
七
・
九・
一
九）

注
(
1)

西
本
覇
寺
本、
紀
州
本
な
ど
の
目
録
に
は、
こ
の
歌
の
姐
団
の
下
に
「
笠

朝
臣
金
村
歌
中
出
J

と
あ
り、
金
沢
本
の
本
文
に
も、
姐
詞
の
次
行
に

「
笠
朝
臣
金
村」
と
あ
る。
金
沢
本一
本
の
本
文
に
「
笠
朝
臣
金
村」
と

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は、
目
録
の
記
述
に
従
っ
て
の
ち
に
加
筆
さ
れ
た
可

能
性
が
高
く、
資
料
的
な
価
値
は
薄
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（「
注
釈
j

)。

ニ々
多
く
の
写
本
の
目
録
に
「
笠
朝
臣
金
村
歌
中
出
j

と
あ
る
こ
と
は、

そ
れ
な
り
の
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
け
れ
ど
も、
目
録
の
記
述

は、
「
租
莱
集
j

本
文
の
編
者
と
は
異
な
る
人
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
り、
こ
の
歌
群
の
作
者
を
考
え
る
上
で
の
第一
等
の
資
料
と
は

な
し
が
た
い。
I
I
m
三
酋
の
作
者
に
つ
い
て
の
考
察
は、
実
際
に
こ
の

歌
を
収
録
し
た
巻
三
絹
者
の
視
点
に
立
っ
て
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い。

皿
の
歌
の
左
注
に
「
右一
首
高
投
連
虫
麻
呂
之
歌
中
出
焉」
と
あ
る
以

上、
少
な
く
と
も
直
の
歌
は、
「
虫
麻
呂
歌
集
J

所
出
の
歌
と
見
な
し
得
る。

こ
の
点
は
動
か
す
ぺ
き
で
は
な
い。
と
す
る
と、
問
題
は、
1
と
JI
の
歌

が
「
虫
麻
呂
歌
集」
の
中
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ

る。
「
菰
葉
集」
の
写
本
の一
っ、
類

采古
集
に、
姐
罰
の
下
に
「
不
録
作
者、

若
同
赤
人
欺」
と
記
す
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

三
首
と
も
作
者
不
明
（
近
藉
芳
樹
『
腐
葉
集
註
疏」）

三
甘
と
も
柿
本
人
麻
呂
か
（
橘
守
部
「
74
葉
集
檜
嬬
手』）

前
二
首
は
笠
金
村、
後一
首
は
虫
麻
呂（
北
村
季
吟「
筏
葉
集
拾
穂
抄」
）

な
ど
の
説
が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば、

取
り
上
げ
る
べ
き
は、
本
文
に
掲
げ
る
二
つ
の
説
と
考
え
ら
れ
る。

(
2)

次
田
潤

FE
葉
集
新
講
j

（一
九
ニー
年）、
佐
佐
木
信
絹
「
評
釈
萬
葉

集」
（一
九
四
八
年）、
新
潮
古
典
梨
成
『
菰
葉
集
l
.（一
九
七
六
年）、
八
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木
毅「
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
に
つ
い
て
ー
不
尽
山
歌
の
左
注「
右一
首』
I」

（
犬
養
孝
博
士
古
稀
記
念
論
集

〒ル
葉•
そ
の
後」
一
九
八
0
年）、
西

宮一
民
「
腐
葉
集
全
注

巻
第
三」
（一
九
八
四
年）、
中
西
進
「
旅
に
棲

む

高
橋
虫
麻
呂
論
j

(

l

九
八
五
年）、
金
井
済一
「
高
橋
虫
麻
呂」
（『
和

歌
文
学
講
座
3

万
薬
集
IIj
―
九
九
三
年）、
伊
藤
博
「
寓
葉
集
釈
注』

（一
九
九
六
年）
な
ど
が
「
注
釈」
と
同
じ
立
場
を
と
る。

(
3)

た
と
え
ば、
窪
田
空
穂
『
寓
葉
集
評
釈」
〈一
九
四
八
年）
に
は、
「
赤

人
の
歌
は
信
仰
で
あ
る
が
故
に
随
つ
て
詠
嘆
と
な
っ
て
ゐ
る
の
に、
此
の

．

歌
は
知
性
を
ま
じ
へ
て
ゐ
る
結
果、
自
然
説
明
的
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る」
と
あ
り、
鈴
木
日
出
男
「
不
尽
山
の
歌」
（「
万
葉
集
を
学
ぶ

第
三
集」
一
九
七
八
年）
に
は、
「一
方
が
神
の
威
力
を
思
う
叙
事
詩

的
な
神
秘
妙
霊
の
宮
士
で
あ
る
の
に
対
し
て、
他
方
は
叙
景
と
し
て
自
然

の
深
奥
に
ふ
れ
た
崇
高
美
の
宮
士
で
あ
っ
た」
と
あ
り、
村
瀬
憲
夫
「
万

葉
ぴ
と
の
ま
な
ざ
し』
（
二
0
0-＿
年）
に
は、
「
赤
人
は
「
神
さ
ぴ
て
高

＜
黄
き
j

と
歌
っ
て、
不
尽
山
の
均
整
の
と
れ
た
姿
そ
の
ま
ま
に、
端
正

な
取
り
澄
ま
し
た
感
の
す
る
神
性
が
漂
う。
対
し
て
虫
麻
呂
は、
『
く
す

し
く
も
い
ま
す」
と
歌
っ
て、
な
ま
な
ま
し
い
霊
妙
な

神性
が
涙
う」
と

あ
る。

(
4)

結句
「
そ
の
夜
降
り
け
り」
の
「
け
り」
に
つ
い
て
は、
大
き
く
二
つ

の
解
釈
が
あ
る。
「
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
組」(-
九
六
七
年）
に
は、

①

過
去
の
事
実、
過
去
か
ら
継
続
し
て
存
在
し
た
事
実、
ま
た
は
現
在
の

事
実
を、
そ
の
存
在
や
意
義
や
理
由
な
ど
が、
い
ま
に
お
い
て
は
っ
き
り

認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た、
と
い
う
形
で
述
ぺ
る
の
に
用
い
る。

②

①
の
よ
う
な
意
味
か
ら
し
て、
い
ま
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
詠

歎．
鵞
歎
の
気
持
を
含
め
て
述
べ
る
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い。

③

非
体
験
の、
伝
聞
し
た
事
実
を
逓
べ
る
の
に
用
い
る。

と
説
明
し
て
い
る。
当
面
の
歌
の
「
け
り」
に
つ
い
て、
た
と
え
ば
「
古

典
大
系
J

(一
九
五
七
年）
は、「
ケ
リ
は
伝
承
を
表
現
す
る
助
動
詞。
「
昔

男
あ
り
け
り」
「
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
j

等」
と
説
明
し、「
時

代
別」
に
い

う③
の
方
向
で
解
釈
L
て
い
る。
こ
れ
に
よ
れ
ば、
口
語
訳

は
「
そ
の
夜
す
ぐ
降
る
と
い
う
こ
と
だ」
と
な
る。

エ々r
古
典
集
成
j

（一
九
七
六
年）
は`
『
時
代
別」
に
い、
2②
の
方
向
で
解
釈
し、
「
す
ぐ

そ
の
夜
降
る
と
い
う
が、
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
だ」
と
訳
す。
吉
田
茂

晃
「『
け
り」
の
時
制
と
主
観
面
ー
万
葉
集
を
中
心
と
し
て
ー」
（
国
語
学

第
百
五
十
七
集、
一
九
八
九
年）
は、
「
紋
葉
集
j

に
お
け
る
「
け
り」
を、

事
柄
の
確
実
さ
を
認
定
す
る
た
め
の
要
素
と
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統

一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る、
と
論
じ
て
い
る。
こ
の
考
察
に
よ
り、

こ
こ
で
は
「
古
典
集
成」
の
解
釈
に
従
う。

(
5)

清
水
克
彦
「
赤
人
に
お
け
る
叙
景
形
式
の
変
遷
ー
仮
称
「
原
赤
人
集』

の
構
造
か
ら
ー」
（
寓
葉
第
九
十
五
号、一
九
七
七
年、『
萬
葉
論
集
第
二
j

所
収）
に
は、
赤
人
の
束
国
関
係
歌
の
製
作
年
次
に
つ
い
て、
そ
の
表
現

形
式
の
あ
り
様
か
ら、
神
亀
元
年
（
七
二
四）
以
前
の
作
と
推
定
さ
れ
る

と
す
る。
ま
た、
坂
本
信
幸
「
伝
説
歌
の
女
性」
〈
高
岡
市
万
葉
歴
史
館

組
『
女
人
の
万
葉
集」
1}
0
0
七
年）
に
は、
反
歌
の
表
現
を
比
較
考
察

し
て、
虫
麻
呂
の
真
間
娘
子
伝
説
歌
は
赤
人
の
歌
を
踏
ま
え
て
作
歌
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
す
る。

（
に
し
こ
お
り

ひ
ろ
ふ
み

阿
南
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授）
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