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道
行
の
挽
歌
史

─
万
葉
集
巻
三
理
願
挽
歌
の
「
晩
闇
跡
」
に
及
ぶ
─

居
駒
永
幸

は
じ
め
に

　

こ
こ
に
い
う
挽
歌
の
道
行
と
は
、
死
者
が
他
界
へ
去
っ
て
い
く
表
現
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
道
行
の
用
語
は
、『
万
葉
集
』
巻
十
三
の
挽
歌
、

三
三
三
五
番
歌
の
、

玉
鉾
の　

道
行
き
人
は　

あ
し
ひ
き
の　

山
行
き
野
行
き　

に
は
た

づ
み　

川
行
き
渡
り
…
…

に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
道
行
の
描
写
は
万
葉
挽
歌
の
特
徴
的
な
表
現

と
見
ら
れ
、
挽
歌
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
構
造
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
万
葉
挽
歌
の
成
立
と
表
現
史
に
つ
い
て
、
こ
の
道
行
構
造
か

ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
そ
の
過
程
で
問
題
と
な

る
の
が
巻
三
・
四
六
〇
番
の
理
願
挽
歌
で
あ
る
。
こ
の
長
歌
は
急
逝
し
た

尼
理
願
が
佐
保
川
を
渡
っ
て
去
っ
て
い
く
様
子
を
描
写
す
る
が
、
そ
の
道

行
を
表
現
す
る
「
晩
闇
跡
」
の
訓
に
は
異
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
フ

ヤ
ミ
ト
に
対
す
る
ク
レ
ク
レ
ト
で
あ
る
。
両
訓
の
違
い
は
本
歌
の
解
釈
に

お
い
て
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

　

筆
者
は
か
つ
て
万
葉
歌
の
ク
レ
ク
レ
ト
に
つ
い
て
論
じ
、
理
願
挽
歌
に
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も
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が（

1
（

、
そ
の
際
十
分
に
検
討
を
深
め
る
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
道
行
構
造
の
観
点
か
ら
「
晩
闇

跡
」
の
訓
読
を
取
り
上
げ
、
理
願
挽
歌
の
解
釈
に
も
言
及
し
た
い
と
思

う
。

一
、
挽
歌
の
道
行
表
現

　

死
者
自
ら
が
他
界
へ
去
っ
て
行
く
道
行
の
描
写
は
、
そ
れ
を
示
唆
す
る

表
現
も
含
め
る
と
、
天
智
挽
歌
を
は
じ
め
と
し
て
万
葉
歌
に
次
の
諸
例
を

見
る
。
し
か
し
、
死
者
の
道
行
は
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
の
御
葬
に
先
例

が
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
所
載
の
建
王
を
悼
む
斉
明
歌
も
ま
た
そ
こ
に
加

え
る
べ
き
例
で
あ
る
か
ら
、
記
紀
歌
謡
か
ら
万
葉
歌
へ
と
い
う
流
れ
の
中

で
、
以
下
、
道
行
表
現
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
括
弧
内
は
歌

番
号
と
作
者
名
、
無
名
は
作
者
未
詳
歌
で
あ
る
。

⑴
浅
小
竹
原　

腰
な
づ
む　

空
は
行
か
ず　

足
よ
行
く
な

 

（
記
三
五
、
倭
建
命
の
后
と
御
子
た
ち
（　

⑵
水
門
の
潮
の
下
り
海
下
り
後
も
く
れ
に
（
倶
例
尼
（
置
き
て
か
行
か

む 

（
紀
一
二
〇
、
斉
明
天
皇
（　

⑶
か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
大
御
船
泊
て
し
泊
ま
り
に
標
結
は
ま

し
を 

（
万
２
・
一
五
一
、
額
田
王
（　

⑷
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
行
く
ま
た
も
逢
は
め

や
も
（
一
に
云
ふ
、「
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
」（

 

（
万
２
・
一
九
五
、
柿
本
人
麻
呂
（　

⑸
…
…
か
ぎ
ろ
ひ
の　

も
ゆ
る
荒
野
に　

白
た
へ
の　

天
領
巾
隠
り　

鳥
じ
も
の　

朝
立
ち
い
ま
し
て　

入
日
な
す　

隠
り
に
し
か
ば
…
…

 

（
万
２
・
二
一
〇
、
柿
本
人
麻
呂
（　

⑹
楽
浪
の
志
賀
津
の
児
ら
が
（
一
に
云
ふ
、「
志
賀
の
津
の
児
が
」（
罷
り
道

の
川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も

 

（
万
２
・
二
一
八
、
柿
本
人
麻
呂
（　

⑺
常
知
ら
ぬ
道
の
長
手
を
く
れ
く
れ
と
（
久
礼
〻
〻
等
（
い
か
に
か
行

か
む
糧
は
な
し
に
（
一
に
云
ふ
、「
干
飯
は
な
し
に
」（

 

（
万
５
・
八
八
八
、
山
上
憶
良
（　

⑻
…
…
佐
保
川
を　

朝
川
渡
り　

春
日
野
を　

そ
が
ひ
に
見
つ
つ　

あ

し
ひ
き
の　

山
辺
を
さ
し
て　

晩
闇
跡　

隠
り
ま
し
ぬ
れ
…
…

 

（
万
３
・
四
六
〇
、
大
伴
坂
上
郎
女
（　

⑼
…
…
露
霜
の　

消
ぬ
る
が
ご
と
く　

あ
し
ひ
き
の　

山
道
を
さ
し
て　

入
日
な
す　

隠
り
に
し
か
ば
…
… 

（
万
３
・
四
六
六
、
大
伴
家
持
（　

⑽
…
…
言
問
は
ぬ　

も
の
に
は
あ
れ
ど　

我
妹
子
が　

入
り
に
し
山
を　

よ
す
か
と
ぞ
思
ふ 

（
万
３
・
四
八
一
、
高
橋
朝
臣
（　
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⑾
秋
山
の
黄
葉
あ
は
れ
と
う
ら
ぶ
れ
て
入
り
に
し
妹
は
待
て
ど
来
ま
さ

ず 

（
万
７
・
一
四
〇
九
（　

⑿
…
…
汝
が
恋
ふ
る　

愛
し
夫
は
…
…
こ
の
山
辺
か
ら
（
或
本
に
云
ふ
、

「
そ
の
山
辺
」（　

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
馬
に
乗
り
て　

川
の
瀬
を　

七
瀬

渡
り
て　

う
ら
ぶ
れ
て　

夫
は
逢
ひ
き
と
…
…

 

（
万
13
・
三
三
〇
三
（　

⒀
玉
鉾
の　

道
行
き
人
は　

あ
し
ひ
き
の　

山
行
き
野
行
き　

に
は
た

づ
み　

川
行
き
渡
り　

い
さ
な
と
り　

海
道
に
出
で
て
…
…
と
ゐ
波

の　

さ
さ
ふ
る
道
を
…
…
直
渡
り
け
む 
（
万
13
・
三
三
三
五
（　

⒁
玉
鉾
の　

道
に
出
で
立
ち　

あ
し
ひ
き
の　

野
行
き
山
行
き　

に
は

た
づ
み　

川
行
き
渡
り　

い
さ
な
と
り　

海
路
に
出
で
て
…
…
と
ゐ

波
の　

恐
き
海
を　

直
渡
り
け
む 

（
万
13
・
三
三
三
九
、
調
使
首
（　

⒂
沖
つ
国
う
し
は
く
君
が
塗
り
屋
形
丹
塗
り
の
屋
形
神
の
門
渡
る

 

（
万
16
・
三
八
八
八
（　

　

⑴
と
そ
れ
に
続
く
二
首
は
倭
建
命
の
死
後
の
歌
で
あ
る
。『
古
事
記
』

は
そ
の
場
面
を
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

化
二
八
尋
白
智
鳥
一
、
翔
レ
天
而
、
向
レ
浜
飛
行
。
智
字
以
レ
音
。

　
「
八
尋
白
智
鳥
」
は
他
界
へ
と
飛
び
去
る
倭
建
命
の
魂
の
姿
で
、
三
首

の
歌
は
后
と
御
子
た
ち
が
そ
れ
を
追
い
行
く
時
に
う
た
っ
た
と
す
る
。
倭

建
命
の
魂
が
浅
小
竹
原
・
海
処
・
磯
と
い
う
境
界
の
場
所
を
越
え
て
他
界

へ
と
去
っ
て
行
く
こ
と
を
う
た
う
の
が
そ
れ
ら
の
歌
の
道
行
で
あ
る（

2
（

。
死

者
と
そ
れ
を
追
い
行
く
生
者
の
道
行
が
こ
の
葬
歌
群
に
お
い
て
重
な
り
合

う
の
で
あ
る
。
挽
歌
の
構
造
が
す
で
に
そ
こ
に
胚
胎
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
は
⑴
が
万
葉
挽
歌
に
つ
な
が
っ
て
い
く
道
行
表
現
の
嚆
矢
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

　

⑵
は
斉
明
紀
四
年
十
月
、
天
皇
が
紀
の
湯
行
幸
の
折
に
、
そ
の
年
に
薨

去
し
た
孫
の
建
王
を
思
い
出
し
、
傷
み
悲
し
ん
で
口
ず
さ
ん
だ
歌
と
す

る
。
す
ぐ
前
の
歌
に
あ
る
「
山
越
え
て
海
渡
る
と
も
」（
紀
一
一
九
（
と

と
も
に
、「
水
門
の
潮
の
下
り
海
下
り
」
を
死
者
自
身
の
道
行
、
す
な
わ

ち
死
者
の
側
か
ら
詠
ま
れ
た
「
死
者
の
歌
」
と
す
る
指
摘
が
あ
る（
３
（。

し
か

し
、『
日
本
書
紀
』
の
散
文
叙
述
で
は
斉
明
天
皇
の
作
で
あ
っ
て
紛
れ
も

な
く
生
者
の
側
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
体
の
転
換
は
な
ぜ
起
こ
る

の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
少
し
先
取
り
し
た
言
い
方
に
な
る
が
、
山

海
を
た
ど
っ
て
海
彼
他
界
に
去
る
死
者
と
そ
れ
に
別
れ
を
告
げ
る
生
者
の

道
行
の
重
な
り
が
こ
れ
ら
の
歌
の
道
行
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
予
想
さ
れ
る
。

　

⑶
は
天
智
挽
歌
群
の
大
殯
の
歌
で
、
近
江
の
海
に
停
泊
し
た
「
大
御
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船
」
を
詠
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
崩
御
し
た
天
智
天
皇
が
船
で
沖
へ

向
か
い
、
他
界
へ
去
っ
た
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
次
の
歌
に
も
「
大
御

船
」（
２
・
一
五
二
（
が
う
た
わ
れ
、
さ
ら
に
続
く
歌
の
「
い
さ
な
と
り

近
江
の
海
を
…
…
夫
の
思
ふ
鳥
立
つ
」（
２
・
一
五
三
（
も
、
近
江
の
海

か
ら
旅
立
っ
て
い
く
他
界
へ
の
道
行
を
示
唆
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

　

⑷
は
河
島
皇
子
の
葬
り
に
う
た
わ
れ
た
長
歌
の
反
歌
で
、
長
歌
の

「
…
…
け
だ
し
く
も　

逢
ふ
や
と
思
ひ
て
（
一
に
云
ふ
、「
君
も
逢
ふ
や
と
」（

…
…
玉
垂
れ
の　

越
智
の
大
野
の
…
…
旅
寝
か
も
す
る　

逢
は
ぬ
君
故
」

（
２
・
一
九
四
（
と
照
応
す
る
。
左
注
に
「
越
智
野
に
葬
る
時
」
と
あ
る

か
ら
、
そ
の
地
に
埋
葬
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
埋
葬
な
ら
ば
一
云
の
「
越
智

野
に
過
ぎ
ぬ
」
の
方
が
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
反
歌
の
「
越
智
野
過
ぎ

行
く
」
は
越
智
野
を
通
過
し
て
行
く
意
で
あ
っ
て
、
埋
葬
の
事
実
を
う
た

う
の
で
は
な
く
、
亡
夫
が
越
智
野
を
過
ぎ
て
他
界
へ
去
っ
て
行
く
道
行
表

現
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⑸
は
妻
が
死
ん
だ
時
に
「
泣
血
哀
慟
」
し
て
詠
ん
だ
柿
本
人
麻
呂
の
挽

歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
長
歌
で
、
一
見
荒
野
へ
の
埋
葬
の
よ
う
に
読
み

取
れ
る
が
、
天
領
巾
に
身
を
包
ん
で
入
日
の
よ
う
に
隠
れ
た
と
い
う
の
は

写
実
的
で
は
な
い
。
領
巾
は
「
天
飛
ぶ
や
領
巾
」（
８
・
一
五
二
〇
（
と

あ
る
よ
う
に
飛
翔
の
呪
具
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
亡
妻

が
他
界
へ
赴
く
道
行
の
象
徴
的
な
表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

⑹
は
吉
備
津
采
女
が
死
ん
だ
時
の
長
歌
に
添
え
た
反
歌
で
、「
罷
り
道

の
川
瀬
の
道
」
が
道
行
表
現
で
あ
る
。
志
賀
津
の
児
ら
は
吉
備
津
采
女
の

言
い
換
え
と
見
て
お
く
が
、
長
歌
に
「
時
な
ら
ず
過
ぎ
に
し
児
ら
」（
２
・

二
一
七
（
と
あ
る
の
は
采
女
の
自
殺
を
暗
示
し
て
お
り
、
短
歌
は
送
葬
の

行
列
の
道
行
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
入
水
と
い
う
現
実
を

う
た
う
の
で
も
な
く
、
他
界
へ
の
罷
り
道
は
⑻
や
⑿
～
⒁
に
あ
る
よ
う
に

川
瀬
を
渡
っ
て
行
く
道
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
柿
本
人
麻
呂
の
作
に
な
る
⑷
～
⑹
は
成
立
時
期
が
わ
か
ら
な
い

の
で
、
巻
二
の
配
列
に
従
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
持
統
・
文
武
朝
の

歌
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
く
、
作
者
記
名
歌
で
は
こ
こ
ま
で
が
文
武
朝

以
前
の
歌
で
あ
る
。

　

⑺
は
天
平
三
（
七
三
一
（
年
、
肥
後
国
か
ら
の
上
京
中
に
十
八
歳
で
病

死
し
た
大
伴
君
熊
凝
を
詠
ん
だ
山
上
憶
良
の
挽
歌
で
、
熊
凝
の
立
場
に

な
っ
て
詠
む
点
に
特
色
が
あ
る
。「
道
の
長
手
を
く
れ
く
れ
と
い
か
に
か

行
か
む
」
は
麻
田
陽
春
が
や
は
り
熊
凝
を
主
体
と
し
て
詠
ん
だ
「
道
の
長

手
を
お
ほ
ほ
し
く
今
日
や
過
ぎ
な
む
」（
５
・
八
八
四
（
を
承
け
る
も
の

だ
が
、
陽
春
の
歌
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
憶
良
歌
が
「
常
知
ら
ぬ
道
」、

す
な
わ
ち
熊
凝
自
身
の
冥
界
へ
の
道
行
を
う
た
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
集
中
二
例
し
か
な
い
「
く
れ
く
れ
と
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
注
目

さ
れ
る
。
注
釈
の
多
く
は
こ
の
語
を
暗
い
気
持
ち
な
ど
心
情
表
現
と
し
て
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解
す
る
が
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

　

⑻
で
は
き
わ
め
て
具
体
的
な
他
界
へ
の
道
行
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
れ
は

天
平
七
（
七
三
五
（
年
、
大
伴
家
に
寄
宿
し
て
い
た
新
羅
の
尼
理
願
の
死

を
悲
嘆
し
た
大
伴
坂
上
郎
女
の
挽
歌
で
あ
る
。
理
願
死
去
の
時
、
家
人
が

不
在
で
郎
女
が
葬
儀
を
取
り
仕
切
り
、
柩
の
送
葬
を
終
え
て
作
歌
し
た
と

左
注
は
記
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
朝
、
佐
保
川
を
渡
り
、
春
日
野
を
見
な

が
ら
山
辺
に
隠
れ
行
く
と
す
る
情
景
は
、
柩
を
運
ぶ
野
辺
送
り
の
葬
列
と

見
る
に
疑
い
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
葬
列
の
道
行
を
詠
ん
だ
実
景
の

表
現
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
。
死
者
理
願
の
視
点
で
理
願
を
主
体
と
し
た

道
行
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
冒
頭
に
述
べ
た
、

こ
の
部
分
の
「
晩
闇
跡
」
の
訓
読
に
関
わ
っ
て
挽
歌
の
道
行
構
造
が
問
題

と
な
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
⑺
の
課
題
と
と
も
に
後
述
す
る
と

こ
ろ
に
譲
る
。

　

⑼
の
道
行
表
現
は
そ
の
類
句
関
係
か
ら
⑻
の
影
響
下
に
成
っ
た
と
見
て

よ
い
。
こ
の
歌
は
⑻
の
直
後
に
大
伴
家
持
の
亡
妾
挽
歌
群
の
長
歌
と
し
て

記
さ
れ
、
作
歌
年
次
も
天
平
十
一
（
七
三
九
（
年
と
⑻
に
近
接
す
る
。
同

時
に
「
入
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
」
は
人
麻
呂
の
⑸
と
同
句
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。「
山
道
を
さ
し
て
」
の
道
行
表
現
も

人
麻
呂
挽
歌
に
出
て
く
る
「
山
道
」
と
つ
な
が
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
山

中
他
界
観
で
あ
る
。
⑽
の
「
我
妹
子
が
入
り
に
し
山
」
も
⑸
の
発
想
と
表

現
の
影
響
下
に
あ
る
道
行
表
現
で
あ
る
。
秋
山
に
う
ら
ぶ
れ
て
入
っ
て

行
っ
た
妻
を
う
た
う
⑾
も
山
中
他
界
観
に
よ
る
。

　

⑿
は
挽
歌
の
部
立
に
入
っ
て
い
な
い
。
相
聞
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
こ
に
加
え
た
の
は
挽
歌
の
道
行
表
現
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る（
４
（。

山
辺
か
ら
黒
馬
に
乗
っ
て
い
く
つ
も
の
川
瀬
を
う
ら
ぶ
れ
て
渡
っ

て
行
く
夫
、
こ
れ
は
死
者
の
道
行
の
き
わ
め
て
具
体
的
な
描
写
で
あ
る
。

道
行
表
現
の
様
式
を
示
す
貴
重
な
例
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

⒀
は
巻
十
三
挽
歌
に
「
右
九
首
」
と
一
括
さ
れ
た
最
初
の
長
歌
。
道
行

人
は
山
を
行
き
野
を
行
き
川
を
渡
り
、
海
道
に
出
て
海
彼
に
渡
り
去
っ
た

と
い
う
死
者
の
道
行
表
現
で
あ
る
。
こ
の
第
一
長
歌
に
、
海
辺
に
伏
せ
る

行
路
死
者
を
詠
ん
だ
第
二
長
歌
を
結
合
さ
せ
た
形
の
第
三
長
歌
が
⒁
で
、

調
使
首
が
備
後
国
神
島
で
海
辺
の
死
者
を
見
て
詠
ん
だ
と
題
詞
に
あ
る
。

従
っ
て
、
⒁
に
も
⒀
と
ほ
ぼ
同
様
の
道
行
表
現
が
見
ら
れ
、
秋
間
俊
夫
氏

は
⑵
や
⒂
も
含
め
て
「
死
者
が
海う
な

坂さ
か

を
渡
っ
て
ヨ
ミ
の
国
へ
行
く
こ
と
を

歌
っ
た
歌（
５
（」

と
し
て
い
る
。
そ
の
⒂
は
「
怕
ろ
し
き
物
の
歌
三
首
」
の
ひ

と
つ
で
、
死
者
が
海
の
彼
方
の
国
に
船
で
連
れ
て
行
か
れ
る
こ
と
を
う

た
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
神
の
門
渡
る
」
と
い
う
道
行
表
現
が
見
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
⑵
や
⒀
～
⒂
は
海
彼
他
界
へ
の
道
行
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

以
上
、
記
紀
万
葉
の
葬
歌
か
ら
挽
歌
に
は
死
者
が
他
界
へ
去
っ
て
行
く
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道
行
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
を
確
か
め
て
き
た
。
そ
の
道
行
表
現
は
倭
建
命

の
葬
歌
⑴
か
ら
、
作
者
記
名
歌
に
よ
る
限
り
（
調
使
首
の
⒁
は
作
歌
年
次

不
明
（、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』
が
天
平
十
六
年
と
推
定
す
る
高
橋
朝

臣
の
挽
歌
⑽
ま
で
続
く
。
ま
さ
に
道
行
の
挽
歌
史
と
い
う
様
相
を
呈
し
て

い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
死
者
の
道
行
が
う
た
わ
れ
る
の
か
。
そ

れ
が
挽
歌
表
現
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
ひ
と
つ
の
構
造
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挽
歌
の
道
行
を
そ
の
表
現
史
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
し

ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
、
挽
歌
の
道
行
に
は
主
体
の
問
題
が

存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
他
界
に
去
る
死
者
と
別
れ
を
告
げ
る
生
者
の
あ
い

だ
で
主
体
が
移
動
し
た
り
混
在
し
た
り
す
る
構
造
が
あ
り
、
⑵
で
触
れ
た

死
者
の
歌
に
対
す
る
先
の
問
題
提
起
は
こ
の
構
造
と
深
く
関
わ
る
と
考
え

ら
れ
る
。二

、
挽
歌
と
道
行
構
造

　

倭
建
命
の
⑴
な
ど
の
葬
歌
と
そ
の
物
語
は
、
こ
の
構
造
か
ら
考
え
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
読
み
解
け
る
で
あ
ろ
う
。

又
、
入
二
其
海
塩
一
而
、
那
豆
美
此
三
字
以
レ
音
。
行
時
、
歌
曰
、

海
処
行
け
ば　

腰
な
づ
む　

大
河
原
の　

植
ゑ
草　

海
処
は
い
さ
よ

ふ 

（
記
三
六
（　

　

こ
れ
は
第
三
首
の
葬
歌
で
、
散
文
で
は
「
な
づ
み
」
が
一
字
一
音
で
表

記
さ
れ
、
必
ず
そ
の
和
語
で
読
む
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
図
に
は

留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
歌
の
「
な
づ
き
の
田
」
の
「
な
づ
」
は
「
な

づ
む
」
の
「
な
づ
」
で
、
足
が
と
ら
れ
る
泥
田
の
意
で
あ
ろ
う
。
第
二
・

三
歌
の
「
腰
な
づ
む
」
は
腰
が
進
ま
な
い
意
。
第
四
歌
の
「
磯
伝
ふ
」
は

岩
場
の
歩
行
の
困
難
さ
を
意
味
す
る
。
全
体
を
通
し
て
、
難
渋
す
る
意
の

「
な
づ
む
」
と
そ
の
状
況
を
表
す
語
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
す
。
四
首
の
葬
歌
は
、
亡
き
倭
建
命
が
行
き
難
い
境
界
の
場
所
を
た

ど
っ
て
他
界
へ
去
っ
て
行
っ
た
と
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
の
が
「
境
界
の
場
所
＋
な
づ
む
」
と
い
う
道
行
構
造
で

あ
る（

6
（

。
そ
こ
に
は
天
上
と
山
中
と
海
彼
の
他
界
が
重
層
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。

　

こ
の
道
行
構
造
は
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
主
体
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い

る
。
歌
だ
け
見
る
と
、
確
か
に
境
界
の
場
所
を
越
え
て
他
界
へ
行
く
死
者

自
身
の
言
葉
と
も
読
み
取
れ
る
。
例
え
ば
⑴
の
「
足
よ
行
く
な
」
は
他
界

へ
去
っ
て
い
く
倭
建
命
の
道
行
に
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
指
摘

し
た
の
は
古
橋
信
孝
氏
で
、
こ
れ
ら
の
歌
を
死
者
の
道
行
の
謡
と
し
、

「
后
等
が
死
者
の
側
に
立
っ
て
う
た
っ
た
」
と
述
べ
る（

（
（

。
し
か
し
、『
古
事
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記
』
の
散
文
で
は
紛
れ
も
な
く
后
と
御
子
た
ち
が
倭
建
命
の
魂
を
追
い
行

く
歌
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
主
体
の
流
動
性
は
な
ぜ
起
こ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
境
界
の

場
所
＋
な
づ
む
」
の
道
行
構
造
が
他
界
へ
去
る
死
者
と
追
い
行
く
生
者
に

お
い
て
重
な
り
合
う
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
道
行
は
死
者
の
他
界
へ
の

鎮
ま
り
を
う
た
う
の
で
あ
っ
て
、
死
者
の
鎮
魂
と
生
者
の
慰
撫
は
そ
こ
に

お
い
て
一
体
な
の
で
あ
る
。
他
界
と
の
境
界
は
難
渋
し
な
が
ら
行
く
場
所

で
、「
境
界
の
場
所
＋
な
づ
む
」
は
葬
歌
と
挽
歌
に
死
者
の
他
界
へ
の
鎮

ま
り
と
い
う
構
造
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

い
ま
述
べ
た
道
行
構
造
を
、
以
下
、
万
葉
挽
歌
に
確
か
め
て
い
き
た

い
。
厳
密
に
は
挽
歌
の
呼
称
は
な
い
が
、
⑵
の
建
王
悲
傷
歌
か
ら
見
て
い

く
。
歌
の
表
現
を
見
る
と
、
第
一
歌
の
「
山
越
え
て
海
渡
る
と
も
」、
第

二
歌
の
「
潮
の
下
り
海
下
り
」
の
主
体
は
死
者
建
王
と
斉
明
天
皇
の
い
ず

れ
と
も
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
第
三
歌
で
は
「
吾
が
若
き
子
を
置
き
て

か
行
か
む
」（
紀
一
二
一
（
と
あ
り
、
散
文
に
天
皇
の
歌
と
明
記
さ
れ
る

か
ら
、
主
体
の
流
動
性
は
こ
こ
で
も
起
こ
っ
て
い
る
。
前
掲
の
秋
間
論
文

で
は
、
死
者
の
歌
が
祭
式
の
場
か
ら
離
れ
て
斉
明
天
皇
に
結
び
つ
く
過
程

で
整
理
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る（

（
（

。

　

し
か
し
、
根
拠
が
あ
る
な
ら
別
だ
が
、
安
易
に
散
文
か
ら
歌
を
引
き
は

が
さ
な
い
方
が
よ
い
。
ま
ず
は
『
日
本
書
紀
』
の
本
文
に
お
い
て
読
み
解

く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
斉
明
天
皇
が
船
で
海
を
渡
っ
て
紀
の

湯
に
行
く
時
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
て
、
海
路
に
あ
る
斉
明
天
皇
が
海
彼
の

他
界
に
去
り
行
く
建
王
の
魂
を
送
り
鎮
め
る
歌
だ
と
理
解
で
き
る
。
死
者

と
生
者
の
道
行
が
重
な
り
合
う
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
主
体
の
流
動
性
は

こ
の
道
行
構
造
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

生
者
の
側
が
死
者
を
送
り
鎮
め
る
と
言
っ
て
も
、
他
界
へ
行
く
わ
け
で

は
な
い
。
境
界
の
場
所
ま
で
行
っ
て
そ
こ
で
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
⑴
で
見
た
「
境
界
の
場
所
＋
な
づ
む
」
の
表
現
で
あ
っ
た
。

⑵
で
は
「
海
下
り
後
も
く
れ
に
」
で
あ
る
。「
海
下
り
」
と
い
う
海
坂
は

境
界
の
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
後
も
く
れ
に
置
き
て
行
」
く
の
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、「
後
も
く
れ
に
」
に
対
す
る
「
あ
と
の
こ
と
が
心
配

で
心
が
暗
く
沈
む
意（

（
（

」
と
い
う
解
釈
は
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑴

で
見
た
よ
う
に
、
死
者
も
生
者
も
境
界
の
場
所
に
お
い
て
行
き
な
ず
み
な

が
ら
別
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
く
れ
に
」
は
暗
い
気
持
ち
と

い
う
意
の
心
情
語
で
は
な
く
、
難
渋
す
る
様
を
表
す
語
と
見
る
の
が
古
代

的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
建
王
（
の
魂
（
を
海
坂
の
先
の
他

界
に
置
い
て
、
難
渋
し
な
が
ら
海
路
を
行
く
意（

（1
（

」
で
あ
る
。

　

こ
の
道
行
構
造
は
万
葉
挽
歌
に
ど
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
天
上

他
界
は
日
並
皇
子
挽
歌
な
ど
き
わ
め
て
限
定
的
な
の
で
い
ま
は
除
外
す
る

と
し
て
、
前
掲
の
例
で
言
え
ば
、
仏
教
の
冥
界
と
見
ら
れ
る
⑺
以
外
の
⑶
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～
⑿
が
山
中
他
界
へ
の
道
行
で
あ
る
。
⑶
は
後
の
歌
に
「
山
に
標
結
ふ
」

（
２
・
一
五
四
（
が
出
て
く
る
か
ら
、「
大
御
船
」
と
は
あ
る
が
山
中
他
界

へ
の
鎮
ま
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
と
見
て
お
く
。

　

⑷
の
「
越
智
野
」、
⑸
で
は
「
荒
野
」
が
境
界
の
場
所
で
あ
る
。
死
者

は
そ
の
境
界
を
越
え
て
他
界
へ
と
去
っ
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
生
者
は
そ

の
場
所
で
別
れ
を
告
げ
る
。
つ
ま
り
、
死
を
確
認
す
る
。
死
者
の
魂
が
こ

の
世
に
留
ま
る
こ
と
へ
の
恐
れ
を
よ
り
強
く
認
識
し
て
い
た
の
が
古
代
の

精
神
世
界
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
挽
歌
は
そ
の
認
識
の
上
に
成
立
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
挽
歌
に
は
道
行
構
造
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
を
示
す
の
が
⑷
の
本
文
「
越
智
野
過
ぎ
行
く
」
で
、
一
云
の
「
過
ぎ

ぬ
」
で
は
明
確
に
し
得
な
か
っ
た
道
行
構
造
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
た
の

が
⑷
本
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
越
智
野
と
い
う
境
界
の
場
所
で
死
者
に

別
れ
を
告
げ
、
死
を
確
認
す
る
。
逢
え
な
い
と
う
た
う
こ
と
が
そ
れ
を
意

味
し
て
い
る
。

　

西
郷
信
綱
氏
は
「
逢
ふ
」
の
語
の
連
続
に
「
感
情
の
流
れ（

（（
（

」
を
指
摘
す

る
が
、
あ
ま
り
「
感
情
」
か
ら
読
む
こ
と
を
強
調
し
な
い
方
が
よ
か
ろ

う
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
死
者
の
他
界
へ
の
鎮
ま
り
を
意
図
す
る
表
現
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
感
情
」
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　

ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
葬
地
の
表
現
と
実
体
化
し
て
は
な
ら

な
い
。
⑸
を
見
る
と
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
。

そ
れ
は
、「
荒
野
」
に
隠
れ
た
と
し
な
が
ら
、
羽
易
の
山
に
妻
は
い
る
と

他
人
が
教
え
る
点
で
あ
る
。「
荒
野
」
と
い
う
境
界
の
場
所
を
越
え
て
妻

は
山
中
他
界
に
鎮
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
こ
こ
で
も
亡
き
妻
と
は

逢
え
な
か
っ
た
と
結
ぶ
。
そ
の
よ
う
に
う
た
う
こ
と
が
他
界
へ
の
鎮
ま
り

を
示
す
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

⑹
の
「
罷
り
道
の
川
瀬
の
道
」
も
山
中
他
界
へ
の
道
行
と
見
て
よ
い
。

稲
岡
耕
二
氏
は
『
万
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
の
「
川
瀬
ノ
道
ハ
、
身
ヲ
投
ム

ト
テ
行
シ
ヲ
云
ナ
ル
ヘ
シ
」
を
支
持
し
て
、「
身
を
投
げ
て
溺
れ
死
ん
だ

所
」
と
解
す
る（

（1
（

。
し
か
し
こ
れ
は
、
境
界
で
あ
る
川
瀬
を
渡
っ
て
行
く

道
、
す
な
わ
ち
山
中
他
界
へ
の
移
動
を
う
た
う
道
行
構
造
と
見
る
べ
き

で
、
実
際
の
入
水
の
地
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
。
前
に
例
を
示
し
た
よ
う

に
、
川
渡
り
の
道
は
他
界
へ
の
移
動
を
示
す
構
造
と
し
て
あ
る
。

　
「
山
道
」
を
う
た
っ
た
の
も
柿
本
人
麻
呂
で
あ
る
。

衾
道
を
引
手
の
山
に
妹
を
置
き
て
山
道
を
行
け
ば
生
け
り
と
も
な
し

 

（
２
・
二
一
二
（

泣
血
哀
慟
歌
（
２
・
二
一
〇
（
の
反
歌
で
あ
る
。
妻
が
「
荒
野
」
か
ら
山

中
他
界
に
鎮
ま
っ
た
こ
と
を
確
か
め
、
境
界
と
し
て
の
「
山
道
」
を
行
く

歌
で
あ
る
。
⑻
～
⑿
の
道
行
構
造
は
泣
血
哀
慟
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
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と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
も
死
者
が
「
山
辺
」「
山
道
」
を
た
ど
っ
て

山
中
に
隠
れ
る
と
い
う
構
造
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
⑽
「
我
妹
子
が

入
り
に
し
山
」、
⑾
「
秋
山
の
…
…
入
り
に
し
妹
」
は
そ
の
直
接
的
表
現

で
あ
る
が
、
人
麻
呂
の
⑸
は
そ
れ
を
山
に
沈
む
夕
日
に
喩
え
る
。
そ
の
表

現
が
規
範
と
な
っ
て
⑻
に
「
晩
闇
跡
隠
り
ま
し
ぬ
れ
」、
⑼
に
「
入
日
な

す
隠
り
に
し
か
ば
」
の
道
行
構
造
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
⑾
⑿
で
は
山
中
他
界
に
移
動
す
る
死
者
を
「
う
ら
ぶ
れ

て
」
と
描
写
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
人
麻
呂
が
う
た
わ
な
か
っ

た
表
現
で
あ
る
。
⑴
や
⑸
に
境
界
の
場
所
で
「
な
づ
む
」
様
子
が
う
た
わ

れ
て
い
た
が
、
後
期
万
葉
に
な
る
と
他
界
へ
行
く
死
者
の
悄
然
と
し
た
姿

が
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。
こ
れ
は
死
者
の
表
情
や
姿
を
詠
む
と
い
う
道
行

構
造
へ
の
新
た
な
視
点
で
あ
る
。

　

山
中
他
界
観
に
基
づ
く
こ
の
構
造
は
、
死
者
（
の
魂
（
が
海
彼
他
界
へ

渡
っ
て
行
く
こ
と
を
う
た
う
⒀
～
⒂
に
も
見
ら
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
⒀

な
ど
は
歌
全
体
が
道
行
構
造
か
ら
成
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
⒁
の
題

詞
に
は
神
島
の
浜
の
屍
を
見
て
作
る
と
あ
る
か
ら
、
海
浜
の
行
路
死
人
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
横
死
者
の
鎮
魂
を
強
く
意
識
す
る
歌
に
な
っ
て
い

る
。「
恐
き
海
を
直
渡
り
け
む
」「
神
の
門
渡
る
」
で
結
ぶ
道
行
構
造
は
、

死
者
が
海
彼
他
界
へ
鎮
ま
る
こ
と
を
う
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
家
族

へ
の
慰
め
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
道
行
は
挽
歌
と
し

て
成
立
す
る
た
め
の
構
造
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
⑺
の
異
質
性
が
際
立
つ
。
山
中
で
も
海
彼

で
も
な
く
、
仏
教
的
冥
界
へ
と
向
か
う
「
道
の
長
手
」
が
う
た
わ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。「
糧
は
な
し
に
」
は
「
大
般
涅
槃
経
巻
十
二
、
聖
行

品
」
の
「
夫
死
者
於
嶮
難
処
無
有
資
糧
」
を
典
拠
と
す
る
こ
と
が
本
田
義

憲
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
お
そ
ら
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ

の
道
行
が
「
く
れ
く
れ
と
い
か
に
か
行
か
む
」
と
描
写
さ
れ
る
点
は
注
目

さ
れ
る
。
仏
教
的
冥
界
へ
の
道
行
を
表
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
和
語
と
し
て

「
く
れ
く
れ
と
」
が
選
ば
れ
た
と
見
て
よ
い
。
こ
の
語
は
⑵
「
く
れ
に
」

と
関
連
し
、
他
界
へ
の
道
行
の
表
現
と
し
て
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
万
葉
挽
歌
は
他
界
へ
の
鎮
ま
り
と
い
う
道
行
構
造

を
も
つ
こ
と
で
挽
歌
た
り
え
た
と
言
え
る
。
そ
の
視
点
は
、
葬
歌
と
挽
歌

の
あ
い
だ
に
発
想
の
断
層
が
あ
り
、
中
国
文
学
の
影
響
下
に
は
じ
め
て
挽

歌
が
成
立
し
た
と
す
る
従
来
の
見
方
に（

（1
（

、
ま
た
別
の
方
向
性
を
与
え
る
で

あ
ろ
う
。
道
行
構
造
に
お
い
て
は
葬
歌
か
ら
挽
歌
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
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三
、
理
願
挽
歌
の
「
晩
闇
跡
」

　

道
行
の
挽
歌
史
か
ら
見
る
と
、
⑸
泣
血
哀
慟
歌
を
下
敷
き
に
し
て
⑻
理

願
挽
歌
の
道
行
表
現
が
詠
ま
れ
た
と
い
う
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
⑻
は
単
な
る
⑸
の
模
倣
と
は
言
え
な
い
。
⑸
の
象
徴
的
な
う
た
い
方

に
対
し
て
⑻
の
写
実
的
な
道
行
表
現
は
、
後
期
万
葉
の
挽
歌
に
お
け
る
一

つ
の
達
成
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
表
現
は
い
か

に
し
て
獲
得
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の

が
「
晩
闇
跡
」
の
訓
読
で
あ
る
。

　

こ
の
表
記
は
諸
本
に
異
同
が
な
く
、
訓
読
に
お
い
て
は
西
本
願
寺
本
に

ユ
フ
ヤ
ミ
ト
の
傍
訓
が
あ
り
、
他
に
ユ
フ
ク
レ
ト
と
ク
ラ
ヤ
ミ
ト
の
訓
が

見
ら
れ
る
。
広
瀬
本
で
は
「
晩
闇
」
の
右
訓
ユ
フ
ク
レ
を
見
消
に
し
て
そ

の
傍
に
ユ
フ
ヤ
ミ
を
書
き
、「
晩
」
に
ク
ラ
の
左
訓
を
施
す
。
三
訓
を
示

し
、
ユ
フ
ヤ
ミ
ト
を
本
文
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

注
釈
書
で
は
契
沖
『
萬
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
が
ユ
フ
ヤ
ミ
ト
と
訓
み
、

「
夕
ヤ
ミ
ニ
物
ノ
見
エ
ヌ
如
ク
隠
行
ナ
リ
」
と
す
る
。
一
方
、
本
居
宣
長

『
萬
葉
集
玉
の
小
琴
』
は
ク
ラ
ヤ
ミ
ト
と
し
、「
こ
は
地
下
に
葬
る
意
を
も

て
云
也
」
と
説
く
。
し
か
し
、
ク
ラ
ヤ
ミ
の
語
は
山
田
孝
雄
『
萬
葉
集
講

義
』
が
本
集
に
確
例
が
な
い
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
埋
葬
の
実
態
に
即
し

た
表
現
と
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
妥
当
性
を
欠
く
。
も
う
一
つ
の
旧

訓
ユ
フ
ヤ
ミ
ト
の
方
は
現
在
ほ
ぼ
定
説
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

が
、
武
田
祐
吉
『
萬
葉
集
全
註
釋
』
は
そ
の
訓
に
従
う
も
の
の
「
晩
闇
の

如
く
」
と
解
す
る
の
は
無
理
と
し
、「
ト
は
、
と
共
に
の
意
」
で
、「
夕
方

に
な
っ
て
、
火
葬
し
た
の
で
、
こ
の
句
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋
』
は
ト
を
「
と
共
に
」
と
は

解
せ
な
い
と
し
、「
石
床
と
川
の
氷
凝
り
」（
１
・
七
九
（
な
ど
の
例
を
挙

げ
て
そ
こ
に
下
を
修
飾
す
る
意
を
認
め
、「
こ
れ
は
折
か
ら
迫
る
夕
闇

の
、
た
ど
た
ど
し
く
お
ぼ
つ
か
な
い
如
く
に
、
は
か
な
く
隠
れ
て
し
ま
わ

れ
た
の
で
、
の
意
」
と
解
し
た
。
た
だ
、
こ
の
解
釈
で
は
「
夕
闇
の
」
と

「
た
ど
た
ど
し
く
お
ぼ
つ
か
な
い
如
く
に
」
の
関
係
が
わ
か
り
に
く
い
。

「
夕
闇
の
よ
う
に
」
か
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
歩
行
の
形
容
は
出
て
こ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
伊
藤
『
釋
注
』
も
同
様
に
、
語
釈
で
は
「
夕
闇
の
ご
と
く

に
」
と
し
、「
夕
闇
に
消
え
入
る
よ
う
に
隠
れ
て
し
ま
わ
れ
た
」
と
い
う

口
語
訳
を
示
す
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
夕
闇
が
形
容
す
る
と
こ
ろ
と
「
夕
闇

に
消
え
入
る
よ
う
に
」
と
の
あ
い
だ
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』（
岩
波
書
店
（
は
ク

レ
ク
レ
ト
の
新
訓
を
示
し（

（1
（

、
そ
の
後
中
西
進
『
万
葉
集
』（
講
談
社
文

庫
（、
最
近
で
は
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
』
が
そ
の
訓
を
採
用
し
て
い

る
。
土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注
』
は
ク
レ
ク
レ
ト
の
訓
読
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
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路
上
た
ど
き
な
い
進
行
を
表
現
す
る
語
と
見
え
る
。「
晩
闇
」
は
い

づ
れ
も
ク
レ
と
訓
み
習
は
し
た
字
で
あ
る
。
舊
訓
の
如
く
ユ
フ
ヤ
ミ

ト
と
し
た
り
又
は
ク
ラ
ヤ
ミ
ト
と
し
た
の
で
は
意
を
な
さ
な
い
。

　

こ
れ
は
⑺
や
「
く
れ
く
れ
と
ひ
と
り
そ
我
が
来
る
」（
13
・
三
二
三

七
（
に
基
づ
く
訓
読
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
ユ
フ
ヤ
ミ
ト
や
ク
ラ
ヤ

ミ
ト
か
ら
「
隠
り
ま
し
ぬ
れ
」
へ
の
続
き
方
が
意
味
的
に
成
り
立
た
な
い

と
い
う
難
点
が
あ
っ
た
。「
隠
る
」
に
係
る
語
と
し
て
は
隠
れ
る
人
の
歩

行
状
態
を
表
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。「
と
ぼ
と
ぼ
と
物
さ
び

し
げ
に
隠
れ
て
し
ま
わ
れ
た
」
と
い
う
土
屋
『
私
注
』
の
大
意
は
、
そ
の

つ
な
が
り
を
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
晩
闇
跡
」
は
ク
レ
ク
レ
ト
と
訓
読
で
き
る
の
か
。「
晩
」

は
「
晩
ク
レ
ニ

家ケ

流ル

」（
１
・
五
（「
晩ク
レ

去ヌ
ル

」（
２
・
二
〇
七
（「
明ア
ケ

晩ク
レ

」（
４
・
五

〇
九
（
な
ど
、
動
詞
に
も
名
詞
に
も
ク
レ
と
訓
む
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。

「
闇
」
も
「
明ア
ケ

闇ク
レ

」（
10
・
二
一
二
九
（「
日ヒ

之ノ

闇
ク
レ
ヌ
レ

者バ

」（
13
・
三
二
五

八
（
な
ど
に
ク
レ
の
訓
字
と
し
て
の
表
記
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
ク

レ
ク
レ
と
い
う
和
語
の
訓
字
表
記
と
し
て
、
ク
レ
と
訓
む
二
種
類
の
用
字

「
晩
」「
闇
」
を
重
ね
て
書
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
ク
レ
ク
レ
ト
の
語
義
で
あ
る
が
、
前
掲
の
土
屋
『
私
注
』
の
他
、

古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
の
「
と
ぼ
と
ぼ
と
。
心
細
く
た
よ
り
な
く
歩

む
さ
ま
」
の
頭
注
と
「
心
細
く
も
」
と
い
う
大
意
、
中
西
『
万
葉
集
』
の

「
死
出
の
形
容
」
で
「
心
も
く
ら
く
」
と
す
る
口
訳
が
見
ら
れ
る
。
た

だ
、
こ
の
場
合
、
ユ
フ
ヤ
ミ
ト
と
同
様
、
語
義
に
お
い
て
歩
行
状
態
か
心

情
か
と
い
う
点
の
曖
昧
さ
が
問
題
と
な
る
。
や
は
り
、
歩
行
状
態
と
心
情

で
は
意
味
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
多
田
『
全
解
』
が
「
死
者

の
形
容
」
と
し
て
「
闇
路
を
た
ど
る
よ
う
に
」
と
い
う
現
代
語
訳
を
示
す

の
は
、
直
接
に
は
⑺
の
用
例
に
基
づ
く
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
語
を
死
者

の
歩
行
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ク
レ
ク
レ
ト
は
⑺
の
他
に
も
う
一
例
出
て
く
る

の
で
、
そ
れ
も
含
め
て
統
一
的
に
語
義
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

或
本
の
歌
に
曰
く

あ
を
に
よ
し　

奈
良
山
過
ぎ
て　

も
の
の
ふ
の　

宇
治
川
渡
り　

娘

子
ら
に　

逢
坂
山
に　

手
向
草　

幣
取
り
置
き
て　

我
妹
子
に　

近

江
の
海
の　

沖
つ
波　

来
寄
る
浜
辺
を　

く
れ
く
れ
と
（
久
礼
久
礼

登
（　

ひ
と
り
そ
我
が
来
る　

妹
が
目
を
欲
り 

（
13
・
三
二
三
七
（

　

土
屋
『
私
注
』
は
「
旅
の
道
々
を
謠
っ
た
民
謡
」
と
見
て
い
る
。
こ
の

歌
で
は
地
名
列
挙
の
道
行
に
関
心
が
向
け
ら
れ
、
浜
辺
を
来
る
「
我
」
の
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形
容
と
し
て
ク
レ
ク
レ
ト
の
語
が
あ
る
。
新
編
全
集
『
萬
葉
集
』（
小
学

館
（
に
「
暗
い
心
理
状
態
を
表
す
語
。
不
安
な
気
持
ち
で
不
馴
れ
な
道
を

行
く
こ
と
を
示
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
暗
い
気
持
ち
と
す
る
の
が
現
在
の

通
説
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
橘
千
蔭
『
萬
葉
集
略
解
』
が
⑺
の
注
に
、
本

居
宣
長
が
ク
レ
ク
レ
は
⑵
の
ク
レ
と
同
じ
く
「
闇
き
意
に
て
お
ぼ
つ
か
な

き
さ
ま
な
り
」
と
す
る
の
を
引
き
、
さ
ら
に
三
二
三
七
番
歌
の
注
に
、
⑵

を
挙
げ
て
「
後
ろ
も
闇
に
て
、
あ
と
の
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
も
と
な
く
お
も
は

る
ゝ
也
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
宣
長
説
が
最
初
の
よ
う
で
あ
る（

（1
（

。

　

こ
こ
に
⑵
の
ク
レ
ニ
と
の
関
連
を
見
る
の
は
従
う
べ
き
で
あ
る
が
、
ク

レ
ク
レ
ト
を
暗
い
気
持
ち
と
す
る
通
説
に
は
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ク
レ
ニ
は
境
界
の
場
所
で
難
渋
す
る
意
を
表
す

語
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
歌
の
「
沖
つ
波
来
寄
る
浜

辺
を
」
の
詞
句
は
注
意
さ
れ
る
。
波
が
寄
せ
る
浜
辺
は
通
り
道
と
し
て
適

し
て
い
な
い
。
難
路
を
苦
労
し
な
が
ら
来
る
、
妻
に
逢
い
た
い
一
心
で
、

と
い
う
の
が
こ
の
歌
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
恋
の
通
い
路

の
苦
労
を
う
た
う
類
型
に
基
づ
く
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
は
通
常
の
交
通
路

で
は
な
く
、
道
な
き
浜
辺
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
倭
建
命
の
葬
歌
「
海
処

行
け
ば
腰
な
づ
む
」（
記
三
六
（
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、「
境
界
の
場
所
＋

な
づ
む
」
と
い
う
道
行
構
造
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ク
レ
ク
レ
ト

は
こ
の
「
な
づ
む
」
様
を
表
す
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
ど
た
ど
と
難

渋
し
な
が
ら
、
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
で
⑺
も
解
釈
で
き
る
し
、
⑵
の
ク
レ

ニ
も
通
じ
る
。

　

こ
こ
で
ま
た
⑻
の
「
晩
闇
跡
」
に
も
ど
る
。
朝
、
家
を
出
た
亡
き
理
願

は
、
佐
保
川
を
渡
り
、
見
慣
れ
た
春
日
山
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
他
界
の

山
へ
た
ど
た
ど
と
隠
れ
て
行
く
と
う
た
う
。
い
く
つ
も
の
境
界
を
越
え
て

行
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
歩
行
は
難
渋
し
、
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

ク
レ
ク
レ
ト
は
他
界
へ
隠
れ
る
た
め
の
歩
行
の
様
を
う
た
う
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
理
願
が
他
界
へ
鎮
ま
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
歩
行
状
態
を
意
味
す
る
ク
レ
ク
レ
ト
の
訓
読
が
ふ
さ

わ
し
い
。
暗
い
気
持
ち
と
い
う
心
情
語
と
し
て
の
理
解
は
、
お
そ
ら
く
冥

界
へ
の
道
行
を
表
す
⑺
の
印
象
に
よ
る
も
の
で
、
近
世
以
降
に
定
説
化
し

て
い
く
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
心
情
語
と
す
る
説
は
甚
だ
疑
問

で
、
古
代
的
な
挽
歌
の
道
行
構
造
か
ら
見
れ
ば
、
死
者
理
願
を
主
体
と
し

た
他
界
へ
の
道
行
が
ク
レ
ク
レ
ト
の
語
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
と
言
っ
て

よ
い
。

　

最
後
に
、「
朝
川
」
に
応
じ
て
ユ
フ
ヤ
ミ
（
夕
闇
（
が
あ
る
と
す
る
考

え
方
に
対
し
て
若
干
の
補
足
を
加
え
て
お
く
。
山
中
に
隠
れ
る
死
者
の
道

行
は
、
⑸
「
入
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
」
以
降
、
夕
刻
と
す
る
の
が
万
葉

歌
の
う
た
い
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ク
レ
ク
レ
の
和
語
を
書
記
す
る

時
、
夕
刻
を
意
味
す
る
「
晩
」「
闇
」
の
字
を
用
い
、「
朝
川
」
に
呼
応
す
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る
訓
字
表
記
で
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結
び

　

道
行
の
挽
歌
史
を
貫
く
も
の
は
、
い
ま
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
死
者
の

他
界
へ
の
鎮
ま
り
を
う
た
う
と
い
う
そ
の
一
点
に
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
死

者
自
ら
歩
み
を
進
め
て
他
界
に
隠
れ
行
く
ご
と
く
に
う
た
わ
れ
る
。
山
中

に
し
ろ
海
彼
に
し
ろ
、
死
者
は
そ
こ
に
行
き
鎮
ま
り
、
生
者
は
送
り
別
れ

る
と
い
う
事
柄
を
う
た
う
と
こ
ろ
に
挽
歌
の
存
在
が
あ
っ
た
。
他
界
へ
の

道
行
を
確
か
め
る
こ
と
よ
っ
て
、
死
者
の
鎮
魂
と
生
者
の
慰
撫
が
果
た
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
挽
歌
は
叙
事
的
で
あ
る
。
小
論
で
あ
え

て
悲
し
み
と
か
哀
傷
の
側
に
立
た
な
か
っ
た
の
は
、
個
人
的
な
感
情
に

よ
っ
て
挽
歌
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
見
方
に
よ
る
。
個

人
的
な
感
情
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
挽
歌
は
一
つ
に
は
道

行
構
造
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
と
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
道
行
構
造
か
ら
見
る
と
、
理
願
挽
歌
（
３
・
四
六
〇
（
の
「
晩
闇

跡
」
は
ク
レ
ク
レ
ト
と
訓
む
の
が
ふ
さ
わ
し
い
し
、
理
願
自
ら
た
ど
た
ど

と
難
渋
し
な
が
ら
他
界
へ
と
隠
れ
行
く
の
で
あ
る
。
ク
レ
ク
レ
ト
は
山
辺

を
さ
し
て
境
界
の
場
所
を
越
え
て
行
く
表
現
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
を
暗

い
気
持
ち
で
と
い
う
心
情
で
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
あ
く
ま
で
も

他
界
へ
の
道
行
と
い
う
事
柄
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

時
代
は
降
る
が
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
、

花
の
都
を
振
り
捨
て
て　

く
れ
く
れ
参
る
は
朧
け
か
…
…

 

（
巻
二
・
二
六
〇
（

甲
斐
国
よ
り
ま
か
り
出
で
て　

信
濃
の
御
坂
を
く
れ
く
れ
と　

は
る

ば
る
と
…
… 

（
巻
二
・
三
六
一
（

と
出
て
く
る
。
前
者
は
熊
野
へ
下
る
死
と
再
生
の
旅
で
あ
る
し
、
後
者
は

都
へ
上
る
東
山
道
の
難
所
、
神
坂
峠
を
越
え
る
道
行
を
指
す
。
後
世
、
こ

の
語
に
は
動
揺
や
不
安
の
心
象
が
加
わ
っ
て
く
る
に
し
て
も（

（1
（

、
根
幹
に
は

他
界
や
異
境
へ
な
づ
み
行
く
様
と
い
う
語
義
が
厳
然
と
し
て
あ
り
続
け
る

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

注（１
（「
万
葉
歌
の
「
く
れ
く
れ
と
」

─
境
界
に
関
わ
る
表
現
と
し
て

─
」（
上
代
文

学
会
研
究
発
表
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
九
日
（

（
２
（
拙
稿
「
境
界
の
場
所
（
上
（

─
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
葬
歌
の
表
現
の
問
題
と
し
て

─
」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
一
九
九
一
年
三
月
、『
古
代
の
歌
と
叙
事
文
芸

史
』
所
収
（

（
３
（
秋
間
俊
夫
「「
死
者
の
歌
」

─
斉
明
天
皇
の
歌
謡
と
遊
部

─
」（『
文
学
』
一

九
七
二
年
三
月
（
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（
４
（
拙
稿
「
死
者
と
の
出
逢
い

─
万
葉
集
巻
十
三
・
三
三
〇
三
の
挽
歌
的
表
現
構
造

─
」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
一
九
九
〇
年
三
月
（

（
５
（
注
（
３
（
同
論
文

（
６
（
注
（
２
（
同
論
文

（
７
（「
王
権
の
発
生
論　

死
者
の
う
た
と
語
り
」（『
物
語
・
差
別
・
天
皇
制
』
一
九
八

五
年
十
二
月
（

（
８
（
注
（
３
（
同
論
文

（
９
（
土
橋
寬
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
日
本
書
紀
編
』（
一
九
七
六
年
（

（
10
（
大
久
間
喜
一
郎
・
居
駒
永
幸
編
『
日
本
書
紀
［
歌
］
全
注
釈
』（
二
〇
〇
八
年
（

（
11
（『
萬
葉
私
記
』（
一
九
七
〇
年
（

（
12
（『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
二
（
一
九
八
五
年
（

（
13
（
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』
十
一
別
巻
（
一
九
九
九
年
（
は
、
⑾
を
含
む
巻
七
出
典

不
明
の
歌
群
を
天
平
期
の
歌
と
推
定
す
る
。
⑿
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

（
14
（「
万
葉
集
と
死
生
観
・
他
界
観
」（『
萬
葉
集
講
座
』
第
二
巻
、
一
九
七
三
年
五
月
（

（
15
（
伊
藤
博
「
挽
歌
の
世
界
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
〇
年
七
月
、『
萬
葉
集
の
歌

人
と
作
品
上
』
所
収
（

（
16
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』（
一
九
九
九
年
（
で
は
ユ
フ
ヤ
ミ
ト
の
旧
訓

に
戻
り
、「
夕
闇
と
と
も
に
隠
れ
て
し
ま
わ
れ
た
」
と
す
る
。

（
1（
（
曽
倉
岑
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
十
三
（
二
〇
〇
五
年
（

（
1（
（
高
橋
六
二
「
梁
塵
秘
抄
の
「
く
れ
〳
〵
」「
く
れ
〳
〵
と
」
と
い
う
語
」（『
日
本

歌
謡
研
究
』
一
九
七
二
年
十
二
月
（


