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一
、�

な
ぜ
万
葉
挽
歌
の
〈
歴
史
＝
物
語
〉
は
、�

叛
逆
者
の
歌
か
ら
始
ま
る
の
か

　

不
思
議
な
こ
と
に
、万
葉
集
に
は
少
な
か
ら
ぬ「
犯
罪
者
の
歌
」が
載
っ

て
い
る
。
し
か
も
そ
の
犯
罪
に
は
、
最
も
罪
が
重
い
と
さ
れ
た
謀
反
も
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
罪
が
後
に
冤
と
し
て
雪
が
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
の
に
、
朝
廷
に
叛
逆
し
た
犯
罪
者
の
歌
だ
と
知
り
な
が
ら
、
万
葉
集
は

敢
え
て
そ
れ
を
載
せ
て
い
る
。
し
か
も
、
と
も
す
れ
ば
悲
劇
の
主
人
公
に

祀
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
て
し
ま
う
。
犯
罪
者
の
作
品
は

有
間
皇
子
の
「
挽
歌
」
と
田
横
の
故
事

─
挽
歌
の
「
歌
の
意
」
と
部
立
の
構
想
─

土
佐
秀
里

す
べ
て
抹
消
し
よ
う
と
す
る
現
代
な
ら
ば
、
と
う
て
い
許
さ
れ
な
い
よ
う

な
こ
と
を
万
葉
集
は
や
っ
て
の
け
る
。

　

そ
の
顕
著
な
一
例
は
、
巻
二
挽
歌
の
冒
頭
と
い
う
目
立
つ
と
こ
ろ
に
、

謀
反
人
有
間
皇
子
に
関
す
る
挽
歌
群
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
配
置
は
、
年
代
順
に
歌
を
並
べ
て
み
た
ら
た
ま
た
ま
有
間
の
歌
が
最

初
に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
理
由
だ
と
は
と
う
て
い
考
え
ら

れ
な
い
。
よ
り
穏
当
な
編
纂
方
針
を
立
て
る
つ
も
り
が
編
者
に
あ
っ
た
な

ら
ば
、
叛
逆
者
へ
の
挽
歌
な
ど
で
は
な
く
、
天
皇
に
対
す
る
挽
歌
を
挽
歌

部
の
冒
頭
に
配
す
る
と
い
う
選
択
が
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
天

智
挽
歌
群
を
挽
歌
部
の
最
初
に
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
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あ
る
。
も
し
そ
う
し
て
い
た
な
ら
ば
、
挽
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
起
源
が

天
智
天
皇
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
万
葉
歌
の
形
成
史
が
天
皇
中
心

の
歴
史
と
重
な
る
と
い
う
巻
一
・
二
の
主
題
と
構
想
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
巻
二
の
編
者
は
、
な
ぜ
か
そ
の
よ
う
に
は
構

成
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
王
権
に
逆
ら
っ
た
叛
逆
者
の
歌
を
挽

歌
の
起
点
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
編
者
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
つ
も
り
で

こ
の
よ
う
な
編
纂
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
有
間
皇
子
が
王
権
に
逆
ら
っ
て
殺
さ
れ
た
非

業
の
死
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
王
権
側
は
そ
の
「
怨
霊
」
を
慰
撫
鎮
魂
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
挽
歌
部
冒
頭
に
歌
を
掲
げ
る
必
要
が
あ
っ

た
と
い
う
見
方
が
あ
る（

1
（

。し
か
し
怨
霊
鎮
魂
が
目
的
だ
と
言
う
の
な
ら
ば
、

歌
や
題
詞
の
中
に
怨
霊
へ
の
恐
れ
が
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
お
か
し
い
し
、

あ
る
い
は
鎮
魂
の
呪
詞
ら
し
き
要
素
が
見
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る（

2
（

。

そ
も
そ
も
万
葉
集
の
「
犯
罪
者
」
た
ち
は
、
有
間
や
大
津
皇
子
、
長
屋
王

と
い
っ
た
刑
死
者
や
自
殺
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
中
に
は
麻
續
王
・

穂
積
老
・
中
臣
宅
守
・
石
上
乙
麻
呂
と
い
っ
た
流
刑
者
も
お
り
、
し
か
も

か
れ
ら
の
多
く
は
非
業
の
死
を
遂
げ
る
こ
と
も
な
く
、
刑
期
を
終
え
た
後

に
は
宮
廷
社
会
に
復
帰
を
果
た
し
て
い
る
。
死
ん
で
も
お
ら
ず
、
社
会
復

帰
を
果
た
し
て
い
る
元
犯
罪
者
を
、「
鎮
魂
」
す
る
必
要
な
ど
あ
る
は
ず

が
な
い
。
し
か
し
か
れ
ら
死
な
な
か
っ
た
元
犯
罪
者
の
歌
も
ま
た
、「
犯

罪
者
の
歌
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
流

刑
に
至
る
心
境
を
同
情
す
べ
き
も
の
と
し
た
上
で
）、
万
葉
集
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
万
葉
集
は
、
刑
死
者
の
歌
と
流
刑
者
の
歌
と
を
同
列
に
見
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
死
者
の
み
に
目
を
向
け
た
「
鎮
魂
説
」
は
そ
の
一
面

し
か
捉
え
き
れ
て
お
ら
ず
、
万
葉
集
に
起
き
て
い
る
現
象
に
対
す
る
統
一

的
な
説
明
原
理
と
は
な
り
え
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
「
歌
」
を
書
物
に
載
せ
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
部
立
の
最
初

に
載
せ
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
「
鎮
魂
」
に
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
書

物
編
纂
と
「
鎮
魂
」
と
を
結
び
つ
け
る
根
本
原
理
が
合
理
的
に
説
明
さ
れ

な
い
限
り
、
鎮
魂
説
は
単
な
る
思
い
つ
き
の
域
を
出
な
い
。
死
者
が
王
権

側
で
あ
れ
、
反
王
権
側
で
あ
れ
、
万
葉
集
に
お
け
る
挽
歌
の
掲
載
の
さ
れ

方
に
特
段
の
格
差
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
有
間
へ
の
追
悼
も
、
天

智
へ
の
追
悼
も
、
歌
に
込
め
ら
れ
た
悼
み
の
心
の
あ
り
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど

の
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
結
局
、「
鎮
魂
」
と
い
う
説
明
ツ
ー
ル
を
導
入

し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
謀
反
人
の
歌
が
謀
反
人
で
は
な
い
人
々
の
歌
と
同

列
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
鎮
魂
」
が
目
的
で
は
な
い
と
す
る
と
、
有
間
の
歌
が
挽
歌
の
原
型
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
だ
か
ら
冒
頭
に
掲
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し

有
間
皇
子
の
自
傷
歌
二
首
は
、
後
続
す
る
万
葉
挽
歌
の
表
現
類
型
か
ら
は

大
き
く
外
れ
て
お
り
、
内
容
や
形
式
・
発
想
は
明
ら
か
に
羈
旅
歌
の
類
型
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に
属
す
る（

3
（

。
挽
歌
の
典
型
と
目
す
る
な
ら
、
天
智
挽
歌
群
の
方
が
よ
ほ
ど

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

　

万
葉
挽
歌
の
表
現
史
を
参
照
し
て
の
評
価
で
は
な
い
と
す
る
と
、「
挽

歌
」
と
い
う
部
立
名
が
由
来
す
る
中
国
の
「
挽
歌
」
お
よ
び
「
挽
歌
詩
」

を
参
照
し
て
の
評
価
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
中
国
挽
歌
詩

と
有
間
挽
歌
群
が
似
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
中
国
の
「
挽
歌
」
と

は
、
文
字
通
り
「
柩
を
挽
く
」
葬
送
の
歌
の
意
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
有
間

の
自
傷
歌
も
、
意
吉
麻
呂
ら
に
よ
る
追
悼
歌
群
も
、
明
ら
か
に
葬
送
時
の

歌
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
有
間
挽
歌
群
が
「
柩
を
挽
く
歌
」
で
は
な
い
こ

と
く
ら
い
は
、
さ
す
が
に
編
者
自
身
も
気
づ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
編

者
は
、「
挽
柩
の
時
に
作
る
所
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
歌
の
意
、
准
擬
す
。

故
に
以
て
挽
歌
の
類
に
載
す
」
と
、
こ
れ
を
「
挽
歌
」
の
部
に
掲
載
す
る

こ
と
の
言
い
訳
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
有
間
歌
群
だ
け
で
は
な
く
、
万
葉
の
「
挽
歌
」

は
ど
れ
も
「
挽
柩
の
時
に
作
る
」
歌
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
有
間
以
外
の

挽
歌
に
対
し
て
は
、「
柩
を
挽
く
歌
で
は
な
い
が
…
」
と
い
っ
た
言
い
訳

を
附
し
た
り
は
し
な
い
。
な
ぜ
か
有
間
歌
群
だ
け
に
、「
挽
歌
」
に
部
類

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
断
り
書
き
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、「
挽
歌
」
と
い
う
全
く
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
立
名
を
選
択

し
た
こ
と
と
、
そ
の
冒
頭
に
有
間
皇
子
歌
群
を
配
置
し
た
こ
と
と
は
一
体

の
営
為
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
巻
二
編
者
の
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
「
挽
歌
」
と
い
う
部
立
が
先
験
的
に
存
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
有
間
歌
群
を
「
挽
歌
」
と
し
て
意
味
づ
け
た
い
と
い
う
欲
望
が
編

者
に
は
あ
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
部
立
名
全
体
を
「
挽
歌
」
と
し
た
と

い
う
の
が
編
纂
の
機
序
な
の
で
あ
る
。
編
者
に
と
っ
て
は
、「
挽
歌
」
の

冒
頭
が
有
間
歌
群
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
巻
二
編
纂
の
基
軸
で
あ
り
、
前

提
で
あ
っ
た
。

　

従
っ
て
、
な
ぜ
有
間
皇
子
関
連
歌
が
挽
歌
冒
頭
に
配
置
さ
れ
た
の
か
と

い
う
疑
問
は
、
な
ぜ
「
柩
を
挽
く
歌
」
で
は
な
い
も
の
が
「
挽
歌
」
な
の

か
、
と
い
う
問
い
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
疑
問
に
対
し

て
巻
二
編
者
は
、
有
間
挽
歌
群
の
「
歌
の
意
」
が
、
中
国
「
挽
歌
」
の
「
歌

の
意
」
に
擬
え
ら
れ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
場
や
内
容
や
形
式
が
類
似
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、「
歌
の
意
」
に
こ
そ
両
者
の
同
質
性
が
あ
る
と
言

う
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
「
歌
の
意
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う

か
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
歌
群
の
配
置
と
編
纂
者
の
構
想

　

有
間
皇
子
挽
歌
群
の
全
体
像
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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ｘ　

挽
歌

ｙ　
　

後
岡
本
宮
御
宇
天
皇
代　
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇　

譲
位
後
即
後
岡
本
宮

Ａ　
　

有
間
皇
子
、
自
傷
し
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
二
首

磐
白
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
ば
亦
還
り
見
む

 

（
2
─
一
四
一
）

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る

 

（
一
四
二
）

Ｂ　
　

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
、
結
び
松
を
見
て
、
哀
咽
す
る
歌
二
首

磐
代
の
崖
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
反
り
て
復
た
見
け
む
か
も　

 

（
一
四
三
）

磐
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松　

情
も
解
け
ず
古
念
ほ
ゆ　

 

（
一
四
四
）

Ｃ　
　

山
上
臣
憶
良
、
追
和
す
る
歌
一
首

鳥
翔
成　

あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も
人
こ
そ
知
ら
ね
松
は
知
る
ら
む

 
（
一
四
五
）

ｚ　
　
　

�

右
の
件
の
歌
等
は
、
挽
柩
の
時
に
作
る
所
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、

歌
の
意
、
准
擬
す
。
故
に
以
て
挽
歌
の
類
に
載
す
。

Ｄ　
　

大
宝
元
年
辛
丑
、
紀
伊
国
に
幸
す
時
、
結
び
松
を
見
る
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
の
中
に
出
づ
る
な
り

後
見
む
と
君
が
結
べ
る
磐
代
の
子
松
が
う
れ
を
又
見
け
む
か
も

 

（
一
四
六
）

　

歌
群
の
最
初
に
は
「
挽
歌
」
と
い
う
部
立
名
ｘ
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
に

続
い
て
斉
明
朝
の
標
目
ｙ
が
示
さ
れ
る
。
ｘ
の
「
挽
歌
」
と
、
左
注
ｚ
の

「
挽
歌
の
類
」
と
が
正
確
に
照
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、ｘ
・ｙ
・

ｚ
を
記
し
た
者
は
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
な

お
か
つ
ｚ
で
は
「
挽
歌
の
類
に
載
す
」
と
明
言
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ

の
人
物
は
、
歌
を
分
類
し
て
歌
集
に
「
載
せ
る
」
こ
と
が
で
き
た
人
、
す

な
わ
ち
巻
二
挽
歌
部
の
編
纂
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
か
れ

を
「
巻
二
編
者
」
と
呼
称
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
言
う
「
巻
二
編
者
」
と

は
、
現
存
本
の
最
終
段
階
に
お
け
る
編
集
者
（
原
撰
巻
二
に
資
料
を
増
補

し
た
人
）
と
は
同
一
で
は
な
い
が
、
巻
二
原
撰
部
の
基
本
的
構
成
を
作
っ

た
人
物
で
あ
り
、
最
初
に
「
挽
歌
」
と
い
う
部
立
を
考
案
し
た
人
物
で
あ

る
。

　

議
論
を
進
め
る
た
め
に
ま
ず
確
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
左
注
ｚ
は
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
巻
二
を
増
補
す
る
際
に
後
か
ら
書

き
加
え
ら
れ
た
後
代
の
竄
入
物
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
左
注

は
、
巻
二
挽
歌
部
編
纂
の
構
想
と
同
時
に
記
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
お

か
し
い
。
つ
ま
り
ｚ
は
巻
二
原
撰
部
の
編
纂
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
注

記
で
あ
り
、
最
初
か
ら
編
者
の
歌
群
構
想
と
部
立
構
想
の
一
部
と
し
て
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あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
ｚ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ

が
、
有
間
歌
群
を
構
成
し
た
理
由
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
挽
歌
部
冒
頭
に

持
っ
て
き
た
理
由
な
の
で
あ
る
。

　

有
間
皇
子
挽
歌
群
は
、
時
代
を
異
に
す
る
Ａ
～
Ｄ
の
四
つ
の
小
歌
群
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
斉
明
天
皇
代
に
一
括
し
て
排
列
さ
れ
て

い
る
。
斉
明
朝
の
標
目
下
は
有
間
皇
子
関
連
歌
群
（
Ａ
～
Ｄ
）
だ
け
で
占

め
ら
れ
て
お
り
、
Ｄ
の
後
に
天
智
朝
の
標
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
従
っ

て
標
目
ｙ
を
信
じ
る
な
ら
、
Ａ
～
Ｄ
は
す
べ
て
斉
明
朝
の
歌
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
中
で
斉
明
朝
の
歌
は
Ａ
の
み
で
あ
っ
て
、
Ｂ
～

Ｄ
は
斉
明
朝
の
歌
で
は
な
い
。
つ
ま
り
実
際
の
詠
作
年
代
と
、
天
皇
代
の

標
目
ｙ
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。Ｃ
の
後
に
ｚ
を
記
し
た
編
者
は
、

当
然
そ
の
矛
盾
に
気
が
つ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
矛
盾
は

そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
。
矛
盾
を
解
消
す
る
こ
と
よ
り
も
、
優
先
し
た
い

こ
と
が
編
者
に
は
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

Ｂ
・
Ｃ
が
後
代
の
補
入
や
竄
入
な
ど
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
の
「
挽
歌
」

編
纂
計
画
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
計
画
意
図
を
記
し
た
左
注
ｚ
の

位
置
と
、
そ
の
後
に
置
か
れ
、
後
代
の
追
補
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
Ｄ

の
位
置
か
ら
確
実
で
あ
る
。編
者
は
、標
目
ｙ
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

有
間
歌
群
を
天
智
挽
歌
群
に
年
代
的
に
先
行
さ
せ
、
挽
歌
部
の
最
初
に
配

置
す
る
こ
と
の
根
拠
と
必
然
性
と
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
と
同
時

に
、
標
目
ｙ
と
矛
盾
が
生
じ
る
の
も
覚
悟
の
上
で
、
Ｂ
・
Ｃ
を
Ａ
と
セ
ッ

ト
に
し
て
強
引
に
排
列
し
よ
う
と
も
試
み
た
。
つ
ま
り
編
者
は
、
意
図
的

に
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ｚ
が
、
Ａ
で
は

な
く
Ｃ
の
左
注
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
た
と
え
矛
盾
が
生
じ
て
も
、

Ａ
～
Ｃ
を
セ
ッ
ト
に
し
て
「
挽
歌
」
の
始
発
に
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
巻

二
編
者
の
強
い
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
ｚ
に
言
う
「
右
の
件
の
歌
等
」
が
、
直
接
に
Ｃ
の
一
首
だ
け
を
指
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
Ｂ
・
Ｃ
を
飛
び
越

え
て
Ａ
だ
け
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
ｚ
の
役
割

は
、
Ａ
～
Ｃ
の
五
首
全
体
を
「
右
の
件
の
歌
等
」
と
一
括
し
て
指
し
示
す

こ
と
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
巻
二
編
者
は
、
Ａ
～
Ｃ
の
五
首
を
ひ

と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
示
し
た
い
の
で
あ
り
、
そ
の
五
首
が
一
体
と

な
っ
た
も
の
を
「
挽
歌
」
と
呼
び
た
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り

編
者
は
、
有
間
自
身
の
Ａ
だ
け
で
は
「
挽
歌
」
と
し
て
は
完
結
せ
ず
、
Ｂ

と
Ｃ
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
挽
歌
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

と
な
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
ｚ
に
言
う
「
歌
の
意
」
と
は
、
Ａ
に
歌
わ
れ
た
有
間
皇
子
の

「
意
」
で
は
な
く
、
Ａ
～
Ｃ
の
五
首
全
体
を
貫
く
「
意
」
を
指
し
て
い
る

と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、「
柩
を
挽
く
歌
」

の
「
意
」
を
擬
し
て
い
る
の
だ
と
編
者
は
言
う
。
な
ら
ば
そ
の
歌
群
全
体
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が
有
す
る
「
意
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
改
め
て
考
え
て
み
な
く
て
は
な

る
ま
い
。三

、「
哀
傷
」
の
排
除
と
「
挽
歌
」
の
採
用

　

巻
二
編
者
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
「
挽
歌
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国
の

「
挽
歌
」の
こ
と
だ
が
、編
者
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
編
者
の
「
挽
歌
」

イ
メ
ー
ジ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

中
国
挽
歌
に
関
す
る
情
報
は
、
当
然
漢
籍
を
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
編
者
が
嘱
目
し
た
書
目
を
特
定
し
、
そ
の

記
述
内
容
を
検
証
す
れ
ば
、
編
者
と
同
じ
情
報
環
境
に
立
つ
こ
と
が
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
八
世
紀
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
漢
籍
の
中
で
、「
挽
歌
」

と
い
う
語
を
知
り
う
る
可
能
性
の
あ
る
書
目
と
し
て
は
、
や
は
り
第
一
に

『
文
選
』
を
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。『
文
選
』
に
は
そ
の
名
も
ま
さ
に
「
挽

歌
」
と
い
う
部
が
あ
り
、「
挽
歌
詩
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
編
者
は
当

然
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
際
に
諸
書
を
引
用
し
た
李
善
の

注
も
併
せ
て
読
み
、
そ
こ
か
ら
も
知
識
や
情
報
を
吸
収
し
て
い
る
と
い
う

点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い（

4
（

。
ま
た
、『
世
説
新
語
』『
顔
氏
家
訓
』『
捜

神
記
』
に
も
「
挽
歌
」
の
語
が
見
え
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
書
目
も
編
者
の

知
識
形
成
に
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
お
よ
そ
こ
う
し
た
読
書
リ
ス
ト

が
、
編
者
の
情
報
源
で
あ
り
、
編
者
の
知
的
環
境
を
形
成
し
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　
『
文
選
』
は
、
巻
二
十
八
「
楽
府
下
」
に
「
挽
歌
」
の
部
を
立
て
、
三

人
の
詩
人
に
よ
る
挽
歌
詩
五
首
を
収
め
て
い
る
。一
方
で
、巻
二
十
三「
詩

丙
」
に
は
「
哀
傷
」
の
部
を
立
て
、
九
人
の
詩
人
に
よ
る
哀
傷
詩
十
三
首

を
収
め
て
い
る
。「
哀
傷
」
は
人
生
の
悲
哀
を
歌
う
も
の
で
、
そ
の
す
べ

て
が
人
の
死
を
悼
む
詩
で
は
な
い
が
、
潘
岳
の
「
悼
亡
詩
」
な
ど
万
葉
挽

歌
に
影
響
を
与
え
た
作
は
こ
ち
ら
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
人
の
死

を
悼
む
詩
で
あ
っ
て
も
、「
哀
傷
詩
」
と
「
挽
歌
詩
」
と
は
、
違
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
も
の
と
し
て
明
確
に
弁
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
巻
二
編
者
が
『
文
選
』
を
参
考
に
し
た
と
す
れ
ば
、

人
の
死
を
悼
む
歌
だ
か
ら
「
挽
歌
」
に
し
よ
う
な
ど
と
単
純
に
決
め
た
は

ず
は
な
く
、
当
然
「
哀
傷
」
も
候
補
に
入
れ
た
上
で
、「
挽
歌
」
の
方
が

ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
こ
と
に
な
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
柩
を
挽
く
歌

で
は
な
い
が
云
々
な
ど
持
っ
て
回
っ
た
言
い
訳
を
わ
ざ
わ
ざ
し
な
く
と

も
、
最
初
か
ら
「
哀
傷
」
を
部
立
名
に
選
ん
で
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
余
計

な
説
明
も
い
ら
ず
、
話
は
も
っ
と
簡
単
に
済
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、

古
今
集
以
後
の
勅
撰
集
は
部
立
名
に
「
哀
傷
」
を
採
っ
て
お
り
、「
挽
歌
」

と
い
う
部
立
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。『
藝
文
類
聚
』
を
見
て
も
、「
哀
傷
」
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の
項
目
は
あ
る
が
、「
挽
歌
」
と
い
う
項
目
は
な
い
。
多
少
な
り
と
も
漢

籍
に
親
し
ん
で
い
れ
ば
、
ま
ず
「
哀
傷
」
に
目
が
い
く
は
ず
で
あ
る
。
部

立
名
を
「
哀
傷
」
と
し
て
お
け
ば
汎
用
性
が
高
く
な
る
が
、「
挽
歌
」
で

は
内
容
が
狭
く
限
定
さ
れ
す
ぎ
て
し
ま
う
。古
今
集
以
後
の
和
歌
集
が「
哀

傷
」
を
採
用
し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

詩
の
内
容
を
見
て
も
、「
哀
傷
」
に
収
め
ら
れ
た
「
墓
下
作
」「
拝
廟
作
」

や
、
亡
妻
哀
悼
の
「
悼
亡
詩
」
な
ど
は
、
明
ら
か
に
万
葉
挽
歌
の
主
題
に

近
似
し
て
お
り
、
直
接
的
な
影
響
関
係
も
推
測
で
き
る
。
単
純
に
似
て
い

る
か
ど
う
か
で
言
え
ば
、
万
葉
挽
歌
に
は
「
哀
傷
詩
」
に
似
た
と
こ
ろ
を

多
く
指
摘
で
き
る
。
だ
が
巻
二
編
者
は
、
穏
当
な
「
哀
傷
」
で
は
な
く
、

敢
え
て
「
挽
歌
」
を
選
択
し
た
。
い
っ
た
い
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

問
題
の
核
心
は
や
は
り「
歌
の
意
」に
あ
る
。「
柩
を
挽
く
」こ
と
が「
歌

の
意
」
で
は
な
い
の
な
ら
ば
、
で
は
、
編
者
が
考
え
る
挽
歌
の
「
歌
の
意
」

と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

四
、「
薤
露
・
蒿
里
」
お
よ
び
「
挽
歌
詩
」
の
内
容

　

楽
府
詩
（
楽
府
題
）
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
挽
歌
詩
」
に
も
先
行

作
と
し
て
伝
承
古
謡
が
存
す
る
。
そ
の
歌
謡
こ
そ
が
本
来
の
「
挽
歌
」
で

あ
る
。
そ
の
二
曲
「
薤
露
」「
蒿
里
」
の
詞
章
は
、『
文
選
』
李
善
注
や
『
楽

府
詩
集
』
に
引
か
れ
る
崔
豹
『
古
今
注
』
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内

容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
挽
歌
」
の
原
点
と
し
て
、
ま
ず
は
こ
の
二

曲
を
見
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

薤
の
上
の
朝
露
は
、
何
ぞ
晞
き
易
き
。
露
は
晞
け
ど
、
明
朝
更
に
復

た
落
つ
。
人
死
し
て
一
た
び
去
ら
ば
、
何
れ
の
時
に
か
帰
ら
ん
。

 

（「
薤
露
」）

蒿
里
は
、
誰
が
家
の
地
ぞ
。
魂
と
魄
と
を
聚
め
斂
め
て
、
賢
も
愚
も

無
し
。
鬼
伯
は
、
一
に
何
ぞ
相
催
促
す
る
や
。
人
の
命
は
、
少
く
踟

蹰
す
る
を
得
ざ
る
に
。 

（「
蒿
里
」）

　

こ
の
二
曲
が「
柩
を
挽
く
歌
」の
起
源
で
あ
る
。し
か
し
歌
詞
に
は「
柩
」

も
葬
送
も
埋
葬
も
歌
わ
れ
ず
、「
挽
歌
詩
」
の
よ
う
な
道
行
き
の
表
現
も

見
ら
れ
ず
、「
柩
を
挽
く
」
場
面
に
即
し
て
は
い
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
二
首
と
も
か
な
り
抽
象
的
か
つ
哲
学
的
な
内
容
で
あ
り
、
個
別
性

や
具
体
性
の
な
い
「
死
」
一
般
を
歌
っ
て
い
る
。
言
葉
や
発
想
も
ど
こ
と

な
く
理
屈
っ
ぽ
く
、
民
間
歌
謡
と
か
伝
承
歌
謡
ら
し
さ
に
欠
け
る
の
で
、

お
そ
ら
く
は
知
識
人
の
作
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
「
薤
露
」
は
、
孝
徳
紀
の
「
造
媛
挽
歌
」
や
人
麻
呂
の
「
吉
備
津
采
女

挽
歌
」
に
発
想
が
似
て
お
り
、「
蒿
里
」
は
、
懐
風
藻
の
大
津
皇
子
「
臨

終
詩
」
に
似
て
い
る
が
、
肝
腎
の
有
間
皇
子
挽
歌
群
に
は
ま
る
で
似
て
い

な
い
。
二
曲
と
も
人
命
の
は
か
な
さ
を
訴
え
て
い
る
が
、
有
間
の
歌
も
他
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の
追
悼
歌
も
、
人
命
の
は
か
な
さ
や
死
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
有
間
歌
群
が
一
貫
し
て
問
題
に
し
て
い
る
の
は
「
再
び
結

び
松
が
見
ら
れ
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
面
白
い
こ
と

に
、
有
間
が
そ
れ
を
二
度
と
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
明
言
し
た
歌
は
な
い
。

憶
良
の
追
和
歌
は「
今
も
松
を
見
て
い
る
」と
ま
で
言
っ
て
い
る
。「
薤
露
」

「
蒿
里
」
と
有
間
歌
群
と
は
、
語
句
や
表
現
が
似
て
い
な
い
だ
け
で
は
な

く
、「
歌
の
意
」
が
ま
る
で
似
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

辰
巳
正
明
氏
は
、「
薤
露
」「
蒿
里
」
を
「
人
生
無
常
に
よ
る
嘆
き
」
と

捉
え
、「
挽
歌
と
は
人
生
の
無
常
性
を
嘆
く
こ
と
だ
と
い
う
理
解
」
に
基

づ
い
て
「
挽
歌
」
と
い
う
名
称
が
採
用
さ
れ
た
と
説
く（

5
（

。
し
か
し
「
人
生

の
無
常
性
を
嘆
く
」
こ
と
が
「
挽
歌
」
の
み
に
固
有
の
特
色
だ
と
は
と
う

て
い
言
え
な
い
。「
哀
傷
」を
見
て
も
、「
昔
為
万
乗
君
、今
為
丘
山
土
」（
張

載
「
七
哀
詩
」）
と
か
「
一
随
往
化
滅
、
安
用
空
名
揚
」（
謝
霊
運
「
廬
陵

王
墓
下
作
」）
の
よ
う
に
、「
人
生
の
無
常
性
」
を
歌
っ
た
も
の
が
い
く
つ

も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
辰
巳
氏
の
説
で
は
「
挽
歌
」
と
「
哀
傷
」
に
共
通

す
る
普
遍
的
な
要
素
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
巻
二
編
者
が
「
哀

傷
」
を
排
除
し
た
理
由
が
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
有
間
歌
群
に

「
人
生
無
常
に
よ
る
嘆
き
」
が
明
示
的
に
歌
わ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
は
、

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
無
常
感
が
根
柢
に
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は

万
葉
挽
歌
の
ほ
と
ん
ど
に
当
て
嵌
ま
り
、
有
間
歌
群
の
特
質
と
は
言
え
な

い
。
む
し
ろ
天
智
挽
歌
群
の
中
の
い
く
つ
か
が
無
常
の
嘆
き
を
発
し
て
い

る
の
で
、
そ
ち
ら
の
方
が
辰
巳
氏
の
考
え
る
「
挽
歌
」
の
冒
頭
に
よ
ほ
ど

ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

見
た
よ
う
に
「
薤
露
」「
蒿
里
」
の
詞
章
そ
の
も
の
の
「
歌
の
意
」
は
、

有
間
挽
歌
群
の
「
歌
の
意
」
に
似
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
で
は
、「
薤
露
」

「
蒿
里
」
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
「
挽
歌
詩
」
の
「
歌
の
意
」
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

　
『
文
選
』
に
伝
存
す
る
挽
歌
詩
三
組
五
首
の
う
ち
、
ま
ず
一
つ
目
は
、

繆
煕
伯
「
挽
歌
詩
」
で
あ
る
。「
朝
発
高
堂
上
、
暮
宿
黄
泉
下
」
と
い
う

道
行
表
現
が
、「
柩
を
挽
く
」
葬
送
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
こ

れ
は
人
麻
呂
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
第
二
長
歌
に
似
て
い
る
。
ま
た
「
形
容

稍
歇
滅
、
歯
髪
行
当
堕
」
と
い
う
腐
敗
の
表
現
は
、
埋
葬
さ
れ
た
死
体
の

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
憶
良
「
日
本
挽
歌
」
の
「
家
な
ら
ば
か
た
ち
は
あ
ら

む
を
」や
、「
恋
男
子
名
古
日
歌
」の「
漸
々
に
か
た
ち
つ
く
ほ
り
」と
い
っ

た
発
想
に
は
、
こ
う
し
た
描
写
の
影
響
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の

詩
の
表
現
と
、
有
間
挽
歌
群
と
の
間
に
は
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
。

　

二
つ
目
は
、
陸
機
の
「
挽
歌
詩
三
首
」
で
あ
る
。
第
一
首
中
に
「
薤
露

詩
」
が
出
て
く
る
。
ま
た
第
一
首
の
「
出
宿
帰
無
期
」
や
「
棟
宇
与
子
辞
」

と
い
っ
た
、「
死
者
が
家
を
出
て
い
く
」
と
い
う
発
想
は
、「
日
本
挽
歌
」
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の
「
家
離
り
い
ま
す
」
や
、
家
持
「
亡
妾
悲
傷
歌
」
の
「
家
離
り
い
ま
す

吾
妹
を
停
め
か
ね
」
に
類
似
す
る
。
ま
た
埋
葬
後
を
歌
う
第
三
首
の
「
今

成
灰
与
塵
」
は
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
或
本
歌
の
「
灰
に
て
い
ま
せ
ば
」
を

聯
想
さ
せ
る
し
、「
豊
肌
饗
螻
蟻
、
姸
姿
永
夷
泯
」
は
繆
煕
伯
詩
と
同
じ

く
腐
敗
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
陸
機
詩
と
万
葉
挽
歌
と
の
類
似
は

随
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
有
間
歌
群
と
の
類
似
点
は
や
は
り

見
出
し
難
い
。

　

三
つ
目
は
、
陶
淵
明
の
「
挽
歌
詩
」
で
あ
る
。「
死
去
何
処
道
」
と
い

う
死
者
の
沈
黙
は
、
人
麻
呂
「
日
並
皇
子
挽
歌
」
の
「
明
言
に
御
言
問
は

さ
ず
」
や
、「
舎
人
等
慟
傷
作
歌
」
の
「
昨
日
も
今
日
も
召
す
言
も
な
し
」

な
ど
に
発
想
が
似
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
淵
明
詩
に
つ
い
て
も
有

間
歌
群
と
の
類
似
点
は
特
に
見
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
『
文
選
』
の
挽
歌
詩
五
首
を
見
て
も
、
他
の
万
葉
挽
歌
と

の
類
似
点
は
あ
る
が
、
有
間
挽
歌
群
に
類
似
す
る
点
を
見
出
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。「
挽
歌
詩
」
は
、
本
来
「
柩
を
挽
く
歌
」
で
あ
る
か
ら
、

当
然
、
葬
送
と
埋
葬
が
叙
述
の
中
心
に
な
る
。
そ
こ
で
葬
列
が
移
動
す
る

叙
述
や
、
地
中
で
腐
敗
が
進
む
描
写
が
、
い
か
に
も
挽
歌
詩
ら
し
い
表
現

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
有
間
挽
歌
群
に
は
そ
の
よ
う
な
描
写
は
全

く
見
ら
れ
な
い
。
挽
歌
詩
の
「
歌
の
意
」
も
、
有
間
歌
群
に
似
た
と
こ
ろ

は
な
い
。

　

巻
二
編
者
が
考
え
る
「
歌
の
意
」
と
は
、「
薤
露
」「
蒿
里
」
の
歌
詞
そ

の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、「
挽
歌
詩
」
五
首
の
詩
句
そ
の
も
の
で
も
な
か
っ

た
。
編
者
が
『
文
選
』
に
学
ん
だ
と
し
て
も
、「
挽
歌
」
の
詞
章
内
容
そ

の
も
の
に
着
眼
し
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。だ
と
す
れ
ば
、編
者
は
い
っ

た
い
何
を
見
て
挽
歌
の
「
歌
の
意
」
を
理
解
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
検
討
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

五
、「
田
横
の
故
事
」
の
受
容

　

挽
歌
の
起
源
と
さ
れ
る
「
薤
露
」「
蒿
里
」
は
、
漢
代
の
故
事
と
し
て

伝
来
し
た
。
だ
が
人
の
死
を
悼
む
詩
歌
は
、
す
で
に
漢
代
以
前
か
ら
存
在

し
て
い
た
。『
詩
経
』
に
も
い
く
つ
か
挽
歌
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
『
毛

伝
』
が
指
摘
し
て
お
り
、『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
十
一
年
の
「
虞
殯
」
も
、

杜
預
注
に
は
葬
送
歌
と
さ
れ
、
孔
穎
達
疏
に
は
挽
歌
と
さ
れ
る
。
年
代
的

に
は
こ
れ
ら
の
方
が
古
い
の
で
、「
薤
露
」「
蒿
里
」
が
挽
歌
の
起
源
と
い

う
見
方
は
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
は
、
中
国
文
学
史

の
実
態
解
明
を
課
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い（

6
（

。
こ
こ
で
考
究
す
べ
き
は
、

ど
こ
ま
で
も
巻
二
編
者
と
い
う
奈
良
朝
日
本
人
の
読
書
歴
で
あ
り
、
読
書

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
識
や
認
識
の
範
囲
で
あ
る
。
八
世
紀
の
日
本
に

お
い
て
漢
籍
を
読
む
こ
と
の
不
如
意
に
起
因
す
る
、
知
識
や
認
識
の
狭
さ
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や
偏
り
こ
そ
が
、
本
稿
に
と
っ
て
は
重
要
な
論
点
と
な
る
。

　

巻
二
編
者
が
「
挽
歌
」
と
い
う
語
の
み
に
執
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
か
れ
は
上
述
し
た
よ
う
な
中
国
の
葬
歌
一
般
を
広
く
視
野
に
お
い
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
挽
歌
」
と
い
う
特
定
の
言
葉
が
書
か
れ
た
特
定

の
書
物
を
読
ん
で
、
そ
の
直
接
的
影
響
を
強
く
受
け
た
と
考
え
る
し
か
な

い
。
編
者
が
置
か
れ
た
八
世
紀
日
本
の
知
的
環
境
の
中
で
、
か
れ
が
知
り

え
た
で
あ
ろ
う
情
報
の
範
囲
で
、「
挽
歌
」
と
い
う
語
を
ど
こ
で
ど
う
知
っ

た
の
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
と
え
ば
そ
の
情
報
源
の
一
つ
が
『
文
選
』
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、「
挽

歌
詩
」
だ
け
を
読
ん
で
万
葉
集
巻
二
を
構
想
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

や
は
り
注
目
す
べ
き
は
詩
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
に
附
さ
れ
た
李
善
の

注
で
あ
ろ
う
。
李
善
注
に
引
か
れ
た
豊
富
で
雑
多
な
情
報
が
、
編
者
の
知

識
を
形
成
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
編
者
は
『
世
説
新
語
』
か
ら

も
挽
歌
に
関
す
る
情
報
を
引
き
出
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
劉
孝

標
注
の
情
報
を
併
せ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
世
説
新
語
』
に
は
、「
挽
歌
」
の
語
が
二
箇
所
に
出
て
く
る
。
い
ず
れ
も

任
誕
篇
の
短
い
挿
話
で
あ
る
。
任
誕
篇
は
脱
俗
に
関
す
る
話
題
が
中
心
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
葬
儀
以
外
の
場
で
「
挽
歌
」
を
歌
い
、
死メ
メ
ン
ト
・
モ
リ

を
思
う
こ
と

が
、
一
種
の
脱
俗
的
境
地
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の

一
つ
は
袁
山
松
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
外
出
す
る
と
き
は
必
ず
家
臣
に
「
挽

歌
」
を
歌
わ
せ
て
い
た
の
で
、
人
々
は
「
袁
山
松
は
い
つ
も
路
上
で
葬
式

を
し
て
い
る
」
と
噂
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
張
驎
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
こ
ち
ら
は
本
稿
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
情
報
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
全
文
を
引
い
て
お
く
。

張
驎
、
酒
の
後
に
挽
歌
し
て
甚
だ
凄
苦
な
り
。
桓
車
騎
曰
く
、「
卿

は
田
横
の
門
人
に
非
ざ
る
に
、何
ぞ
乃
ち
頓
爾
に
し
て
致
に
至
る
や
」

と
。

　

東
晋
の
張
驎
（
張
湛
）
は
、
酔
っ
払
う
と
「
挽
歌
」
を
歌
う
が
、
そ
れ

が
あ
ま
り
に
も
凄
惨
で
悲
痛
な
調
子
な
の
で
、
そ
れ
を
聞
い
た
桓
沖
が
、

「
あ
な
た
は
田
横
の
門
人
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
悲

し
み
の
頂
点
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
」
と
言
っ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
情
報
は
も
ち
ろ
ん
「
田
横
の
門
人
」
で

あ
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
と
、『
世
説
』
の
劉
孝
標
注

に
は
、
譙
周
『
法
訓
』
を
引
い
て
次
の
故
事
を
紹
介
し
て
い
る
。

蓋
し
、
高
帝
、
斉
の
田
横
を
召
す
に
、
尸
郷
亭
に
至
り
、
自
ら
刎
ね

て
首
を
奉
る
。
従
者
、
挽
き
て
宮
に
至
り
、
敢
へ
て
哭
せ
ざ
れ
ど
も
、

而
し
て
悲
し
み
に
勝
へ
ず
。
故
に
歌
を
為
し
、
以
て
哀
音
に
寄
す
。

　

漢
の
高
祖
が
斉
の
田
横
を
傘
下
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
田
横
は

そ
れ
を
潔
し
と
せ
ず
、
自
ら
首
を
刎
ね
て
死
ん
だ
。
首
だ
け
を
高
祖
に
捧

げ
た
の
で
あ
る
。田
横
の
家
臣
は
、遺
骸
を
挽
い
て
宮
に
連
れ
帰
っ
た
が
、
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声
を
上
げ
て
泣
く
こ
と
は
怺
え
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
悲
し
み
に
耐
え
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
、挽
歌
を
歌
っ
て
泣
き
声
の
代
わ
り
に
し
た
、と
い
う
。

「
敢
へ
て
哭
せ
ず
」
と
い
う
の
は
、
葬
送
儀
礼
と
し
て
の
「
哭
」
を
行
わ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
悲
し
み
を
公
に
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、正
式
の
葬
儀
を
行
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

田
横
の
死
は
、
漢
に
対
す
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
門
人
た

ち
は
、
密
や
か
に
死
体
を
「
挽
い
て
」
連
れ
帰
る
し
か
な
く
、
悲
し
む
こ

と
さ
え
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
抑
圧
さ
れ
た
悲
し
み
を
表

す
も
の
が
「
挽
歌
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
法
訓
』
は
、『
文
選
』
李
善
注
に
も
引
か
れ
て
い
る
。
李
善
は
「
挽

歌
」
に
注
し
て
、「
譙
周
『
法
訓
』
に
曰
く
、
挽
歌
は
、
高
帝
、
田
横
を

召
す
に
、
尸
郷
亭
に
至
り
、
自
ら
を
殺
す
。
従
者
、
敢
へ
て
哭
せ
ざ
れ
ど

も
、
而
し
て
哀
し
み
に
勝
へ
ず
。
故
に
此
の
歌
を
為
し
、
以
て
哀
音
に
寄

す
、
と
」
と
、
ほ
ぼ
同
一
の
文
を
掲
げ
る
。
知
識
官
僚
と
お
ぼ
し
き
巻
二

編
者
な
ら
、『
文
選
』
李
善
注
お
よ
び
『
世
説
新
語
』
劉
孝
標
注
を
通
し

て
『
法
訓
』
の
記
事
を
読
ん
で
い
た
は
ず
で
、
斉
の
田
横
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
知
り
え
た
の
は
ほ
ぼ
確
実
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

　

さ
ら
に
李
善
は
、
陸
機
「
挽
歌
詩
」
中
の
「
薤
露
詩
」
に
注
し
て
、
崔

豹
の
『
古
今
注
』
を
引
く
。
そ
こ
に
も
「
薤
露
・
蒿
里
は
、
並
に
喪
歌
な

り
。
田
横
の
門
人
よ
り
出
づ
。
横
、
自
ら
を
殺
す
。
門
人
、
之
を
傷
み
、

之
が
為
に
悲
し
み
歌
ふ
」
と
あ
る
。
ま
た
『
捜
神
記
』
巻
十
六
に
も
、「
輓

歌
の
辞
に
、
薤
露
・
蒿
里
の
二
章
有
り
。
漢
の
田
横
の
門
人
の
作
な
り
。

横
、
自
ら
を
殺
す
。
門
人
、
之
を
傷
み
、
悲
し
み
歌
ふ
」
と
い
う
『
古
今

注
』
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
顔
氏
家
訓
』
を
見
る
と
、

文
章
篇
に
「
挽
歌
の
辞
は
、
或
は
古
の
虞
殯
の
歌
と
云
ひ
、
或
は
田
横
の

客
よ
り
出
づ
る
と
云
ふ
」
と
あ
る
。「
虞
殯
の
歌
」
は
『
左
氏
伝
』
の
故

事
だ
が
、
そ
れ
と
並
べ
て
田
横
の
故
事
が
挽
歌
の
起
源
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
。
初
唐
の
『
蒙
求
』
上
巻
に
も
田
横
と
挽
歌
の
故
事
が
見
ら
れ
、『
法

訓
』
が
引
か
れ
て
い
る
。
年
代
的
に
は
巻
二
編
者
が
『
蒙
求
』
を
目
に
し

え
た
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
が
、
幼
学
書
に
も
載
る
ほ
ど
、
田
横
の
故
事

が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
六
朝
か
ら
初
唐
に
か
け
て
成
立
し
た
主
要
な
漢
籍
が
、

揃
っ
て
「
挽
歌
」
の
起
源
が
「
田
横
の
門
人
」
に
あ
る
と
唱
え
て
い
る
。

漢
籍
に
通
暁
し
た
古
代
日
本
の
知
識
人
な
ら
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
は

ず
が
な
い
。
な
お
田
横
の
自
殺
に
至
る
経
緯
は
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』

の
田
儋
伝
の
方
が
詳
し
い
の
だ
が
、
史
書
に
は
家
臣
が
遺
体
を
連
れ
帰
っ

た
と
い
う
記
事
が
な
く
、「
挽
歌
」
に
つ
い
て
の
記
事
も
な
い
（
田
横
の

家
臣
た
ち
も
み
な
殉
死
し
て
い
る
）。
正
史
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
田
横

と
「
挽
歌
」
は
結
び
つ
か
な
い
。
諸
注
に
引
か
れ
た
断
片
的
な
記
事
が
、

正
史
を
補
完
す
る
「
物
語
」
と
な
っ
て
い
る
。
巻
二
編
者
も
ま
た
、
こ
の
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物
語
に
導
か
れ
て
「
挽
歌
」
認
識
を
獲
得
し
た
に
違
い
な
い
。

　

な
お
事
の
序
で
に
言
え
ば
、『
顔
氏
家
訓
』
は
、
生
者
が
死
者
を
悼
む

と
い
う
の
が
本
来
の
挽
歌
の
意
味
で
あ
る
と
言
い
、陸
機
の
挽
歌
詩
が「
死

人
自
歎
之
言
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
詩
格
に
外
れ
、
本
意
に
背
く
も
の

だ
と
批
判
し
て
い
る
。
も
し
巻
二
編
者
が
こ
の
『
顔
氏
家
訓
』
を
読
ん
で

い
た
な
ら
ば
、
挽
歌
が
死
者
自
身
の
歌
で
あ
る
な
ど
と
は
考
え
も
し
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
も
、
編
者
が
有
間
自
傷
歌
を
死
者
の
歌
に

見
立
て
た
と
い
う
よ
う
な
考
え（

7
（

は
、
ほ
ぼ
成
り
立
た
な
い
と
言
い
う
る
。　

　

も
し
「
歌
の
意
」
が
、「
悲
し
い
」
と
か
「
虚
し
い
」
と
い
っ
た
情
緒

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
部
立
名
は
「
哀
傷
」
と
し
た
方
が
適
合
す
る

は
ず
で
あ
り
、「
挽
歌
」
と
い
う
誤
解
を
招
く
呼
称
に
拘
る
理
由
が
な
い
。

巻
二
編
者
の
念
頭
に
は
、「
挽
歌
」
に
は
あ
っ
て
「
哀
傷
」
に
は
な
い
何

か
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
「
何
か
」
が
「
柩
を
挽
く
」
こ
と
で
は

な
い
以
上
、
そ
れ
は
「
挽
歌
」
に
固
有
の
物
語
、
す
な
わ
ち
「
挽
歌
」
の

起
源
を
語
る
田
横
の
故
事
だ
と
考
え
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
編
者
の
言
う
「
歌
の
意
」
と
は
、
田
横
の
門
人
た
ち

が
薤
露
・
蒿
里
を
作
っ
た
心
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
『
法
訓
』

に
言
う
と
こ
ろ
の
「
敢
へ
て
哭
せ
ざ
れ
ど
も
、
而
し
て
哀
し
み
に
勝
へ
ず
」

と
い
う
心
意
で
あ
り
、
悲
し
む
こ
と
を
抑
圧
さ
れ
た
者
の
悲
し
み
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

六
、
田
横
の
死
と
有
間
皇
子
の
死

　

有
間
の
た
め
の
「
挽
歌
」
が
、
田
横
の
た
め
の
「
挽
歌
」
に
擬
せ
ら
れ

た
の
だ
と
す
れ
ば
、
編
者
の
頭
の
中
で
は
、
有
間
皇
子
が
田
横
に
擬
え
ら

れ
、意
吉
麻
呂
ら
が
そ
の
門
人
に
擬
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
し
編
者
が
『
世
説
新
語
』
の
逸
話
も
意
識
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
意

吉
麻
呂
ら
が
「
田
横
の
門
人
」（
＝
有
間
の
家
臣
）
で
も
な
い
の
に
、
ま

る
で
門
人
の
よ
う
に
深
刻
な
悲
哀
の
心
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
言

い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
有
間
皇
子
は
、
田
横
の
よ
う
に
覚
悟
の
自
殺
を
し
た
わ
け
で

は
な
い
。日
本
書
紀
の
記
述
に
よ
れ
ば
、中
大
兄
皇
子
は
有
間
を
尋
問
し
、

「
何
故
に
か
謀
反
す
」
と
問
い
質
し
て
い
る
（
斉
明
四
年
十
一
月
九
日
）。

斉
明
紀
に
引
か
れ
る
「
或
本
」
に
は
、「
謀
反
之
事
」
と
か
「
謀
反
之
時
」

と
も
書
か
れ
て
お
り
、
有
間
が
斉
明
朝
廷
に
「
謀
反
」
を
起
こ
し
た
（
厳

密
に
言
え
ば
、
起
こ
そ
う
と
計
画
し
た
）
と
い
う
の
が
、
朝
廷
の
公
式
見

解
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
有
間
は
そ
の
罪
を
問
わ
れ
、
絞
死

刑
に
処
せ
ら
れ
た
（
十
一
月
十
一
日
）。
犯
罪
者
と
し
て
裁
か
れ
刑
死
し

た
有
間
と
、
優
遇
を
蹴
っ
て
自
ら
死
を
選
ん
だ
田
横
と
で
は
、
ず
い
ぶ
ん

立
場
が
違
う
よ
う
に
も
見
え
る
。
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そ
れ
で
も
巻
二
編
者
が
、
有
間
歌
群
の
「
歌
の
意
」
と
、
田
横
門
人
の

挽
歌
の
「
歌
の
意
」
と
が
似
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
刑

死
と
自
殺
で
相
違
し
て
い
る
と
は
捉
え
ず
、
ど
ち
ら
も
抵
抗
と
敗
北
の
結

果
の
死
と
し
て
同
一
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
れ
は
つ
ま
り
、

有
間
の
行
動
を
「
謀
反
」
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
斉
明
・
中
大
兄
の
支

配
に
対
す
る
抵
抗
と
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
田
横
の
高
祖
に
対
す

る
抵
抗
と
同
列
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有
間
が
田

横
な
ら
ば
、
漢
の
高
祖
は
さ
し
ず
め
中
大
兄
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
『
史

記
』
や
『
漢
書
』
を
見
る
と
、
高
祖
は
田
横
の
死
を
惜
し
み
、
鄭
重
な
葬

儀
を
執
り
行
っ
て
い
て
、
中
大
兄
の
有
間
に
対
す
る
処
遇
と
は
か
な
り
異

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
高
祖
が
田
横
を
評
価
す
る
一
方
で
、
田
横
の
側
に

は
高
祖
へ
の
敵
愾
心
が
あ
る
。
高
祖
が
王
侯
の
地
位
を
提
示
し
た
こ
と
に

対
し
、
そ
れ
は
漢
の
「
亡
虜
」
に
な
る
こ
と
だ
と
田
横
は
言
う
。
有
間
の

側
に
立
て
ば
、
強
権
の
虜
囚
と
い
う
点
で
は
、
田
横
と
択
ぶ
と
こ
ろ
が
な

い
と
も
言
い
う
る
。
少
な
く
と
も
巻
二
編
者
は
そ
う
考
え
て
同
一
視
し
た

の
で
は
な
い
か
。

　

斉
の
田
横
は
、
独
立
す
る
ひ
と
つ
の
王
権
で
あ
り
、
漢
と
は
本
来
対
等

の
立
場
に
あ
る
。
だ
が
漢
の
傘
下
に
下
る
よ
う
促
さ
れ
た
た
め
、
独
立
を

貫
く
た
め
に
田
横
は
自
死
の
途
を
選
ん
だ
。
そ
の
よ
う
な
田
横
に
有
間
を

重
ね
た
と
す
れ
ば
、
巻
二
編
者
は
、
斉
明
・
中
大
兄
の
王
権
に
拮
抗
し
う

る
、も
う
ひ
と
つ
の
正
統
王
権
と
し
て
有
間
を
捉
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
「
謀
反
」
で
は
な
く
、
正
統
性
を
争
う
互
角
の
戦
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
有
間
が
孝
徳
天
皇
の
皇
子
で
、
正
統
な
王
位
継
承
権
が

あ
り
、
し
か
も
父
・
孝
徳
は
中
大
兄
と
の
政
争
に
敗
れ
て
死
ん
だ
と
い
う

過
去
の
因
縁
も
あ
る
の
で
、
二
つ
の
王
統
が
争
う
と
い
う
構
図
が
編
者
の

頭
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
図
式
は
あ

ま
り
に
も
物
語
的
に
す
ぎ
る
が
、
漢
籍
を
熟
読
し
古
代
中
国
の
歴
史
を
学

ん
だ
知
識
人
な
ら
ば
、
王
朝
内
部
の
権
力
闘
争
を
、
中
国
史
の
よ
う
な
王

朝
間
の
争
い
に
見
立
て
て
み
た
い
と
い
う
模
倣
の
欲
望
に
駆
ら
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

か
く
し
て
有
間
の
「
謀
反
」
が
王
権
争
奪
の
闘
争
に
読
み
替
え
ら
れ
る

と
、
中
大
兄
か
ら
下
さ
れ
た
刑
死
さ
え
、
覚
悟
の
自
死
の
如
く
に
再
解
釈

さ
れ
た
。
巻
二
編
者
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
こ
そ
、「
真
幸
く
あ
ら

ば
亦
還
り
見
む
」
と
い
う
歌
句
を
「
自
傷
」
の
言
葉
と
再
解
釈
し
、
題
詞

に
そ
う
記
し
た
の
で
あ
る
。「
真
幸
く
あ
ら
ば
」
と
は
、
行
路
の
無
事
安

全
を
祈
る
旅
び
と
の
希
望
の
言
葉
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が（

8
（

、
そ
れ
を
死
に
赴

く
覚
悟
を
表
し
た
悲
壮
な
言
葉
と
し
て
意
味
づ
け
直
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
題
詞
の
記
述
に
よ
る
印
象
操
作
も
、
有
間
を
少
し
で
も
田
横
に

近
づ
け
よ
う
と
す
る
編
者
の
創
意
の
表
れ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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七
、
有
間
皇
子
を
め
ぐ
る
〈
歴
史
＝
物
語
〉
の
形
成

　

巻
二
編
者
の
行
為
は
、「
犯
罪
者
」
有
間
皇
子
の
復
権
を
目
論
ん
で
い

る
よ
う
に
も
見
え
て
し
ま
う
が
、
そ
の
よ
う
な
態
度
が
孤
立
的
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
意
吉
麻
呂
ら
の
歌
が
証
し
て
い
る
。
歌
群
形
成
の

前
提
に
は
、
ま
る
で
有
間
に
同
情
す
る
よ
う
な
宮
廷
歌
人
た
ち
の
創
作
活

動
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
有
間
皇
子
が
謀
反
を
起
こ
し
た
と
い
う
朝
廷
の

公
式
見
解
が
変
更
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
有
間
の
罪
状
が
見
直
さ
れ
た

わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
万
葉
歌
人
た
ち
は
、
有
間
に
同
情
す
る
よ
う

に
も
見
え
る
よ
う
な
歌
を
、
行
幸
と
い
う
公
的
な
場
で
詠
む
こ
と
が
許
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

意
吉
麻
呂
ら
が
有
間
追
悼
歌
を
詠
ん
だ
大
宝
元
年（

9
（

は
、
謀
反
事
件
か
ら

す
で
に
四
十
三
年
が
経
過
し
て
お
り
、
さ
す
が
に
当
時
を
知
る
人
も
い
な

く
な
っ
て
、
過
去
の
歴
史
と
し
て
事
件
を
客
観
的
に
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。ま
た
、壬
申
の
乱
を
経
た
こ
と
で
、

人
麻
呂
の
「
近
江
荒
都
歌
」
に
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
の
王
朝
に
対
し

て
心
理
的
距
離
感
が
生
じ
た（

（1
（

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
大
宝
律
令
の
完
成
に
よ
っ
て
合
理
的
な
法
治
主
義
的

思
考
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
中
国
の
思
想
や
歴
史
を
参
照
枠
と
す
る

認
識
も
深
ま
り
、
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
神
秘
的
絶
対
王
権
の
相
対
化
が
進

ん
だ（

（（
（

こ
と
も
、
過
去
の
歴
史
や
政
治
的
判
断
を
客
観
的
に
見
直
す
こ
と
を

後
押
し
し
た
で
あ
ろ
う
。
左
遷
さ
れ
て
い
た
大
神
高
市
麻
呂
を
「
忠
臣
」

と
し
て
再
評
価
し
復
権
さ
せ
た（

（1
（

こ
と
も
、
過
去
の
判
断
を
躊
躇
な
く
改
め

る
姿
勢
の
表
れ
と
言
え
る
。

　

大
宝
元
年
の
長
意
吉
麻
呂
は
、
結
び
松
を
見
て
「
情
も
解
け
ず
、
古
念

ほ
ゆ
」
と
歌
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
意
吉
麻
呂
の
心
は
「
解
け
な
い
」
の
で

あ
ろ
う
か
。「
こ
こ
ろ
は
解
け
て
」（
17
─
三
九
四
〇
）
が
、
心
が
解
放
さ

れ
自
由
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
、「
情
も
解
け
ず
」
と
は
何

事
か
に
心
が
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
結
び
松
を
見
る
と
「
古
」

が
思
わ
れ
、
そ
う
す
る
と
心
に
蟠
り
が
生
じ
る
と
言
う
の
だ
か
ら
、
有
間

事
件
の
経
緯
あ
る
い
は
有
間
の
死
に
対
し
て
何
ら
か
の
不
審
を
抱
い
て
い

る
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
そ
し
て
そ
の
不
審
が
理
解
不
能
な
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
場
に
い
る
人
々
に
も
共
有
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ

う
な
歌
が
行
幸
の
場
で
可
能
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

有
間
事
件
に
は
不
審
点
が
あ
る
と
い
う
印
象
が
、
大
宝
元
年
ご
ろ
の
宮
廷

社
会
で
は
、
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
印
象
は
、
正
史
の
編
纂
に
も
影
を
落
と
す
。
事
件
か
ら

六
十
二
年
後
に
完
成
し
た
日
本
書
紀
に
は
、
ま
る
で
有
間
に
同
調
す
る
よ

う
な
辛
辣
な
斉
明
天
皇
批
判
の
言
説
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
有
間
事
件
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が
中
大
兄
と
蘇
我
赤
兄
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
謀
略
で
あ
っ
た
か
の
よ
う

な
書
き
方
も
な
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
正
史
で
あ
る
は
ず
の
書
紀
が
、
こ

の
よ
う
な
反
王
権
的
と
も
と
れ
る
記
述
を
行
う
の
は
、
異
様
に
見
え
る
。

む
ろ
ん
書
紀
は
、
有
間
の
「
謀
反
」
を
公
式
の
事
実
と
し
て
認
定
し
て
お

り
、
そ
の
点
に
揺
ら
ぎ
は
な
い
。
ま
た
有
間
に
対
し
て
「
性
黠
、
陽
狂
（
性

格
が
腹
黒
い
の
で
、
狂
っ
た
ふ
り
を
し
た
）」（
斉
明
三
年
九
月
）
と
い
う

批
判
的
な
評
言
を
記
し
て
お
り
、
謀
反
に
至
る
必
然
性
を
説
明
し
て
も
い

る
。
し
か
し
書
紀
は
、
有
間
を
「
腹
黒
い
」
と
書
く
一
方
で
、
赤
兄
の
謀

略
に
嵌
め
ら
れ
た
被
害
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
記
し
て
お
り
、
人
物
造

型
が
一
貫
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
人
物
評
価
の
二
面
性
か
ら
は
有
間
事

件
を
政
治
的
謀
略
と
見
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
う
し
た

風
潮
は
、
む
し
ろ
書
紀
編
者
の
よ
う
な
知
識
人
層
が
主
導
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

大
宝
元
年
の
有
間
追
悼
歌
に
追
和
し
た
山
上
憶
良
は
、
万
葉
集
巻
二
の

編
纂
に
も
、
ま
た
日
本
書
紀
の
編
纂
に
も
関
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る（

（1
（

。
も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
有
間
復
権
の
言
説
の
す
べ
て
に
憶
良
が
関
与
し

て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
憶
良
が
書
紀
の
編
纂
に
直
接
関
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
か
れ
を
含
む
知
識
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
編
纂
に
関

与
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
憶
良
あ
る
い
は
知
識
人
た
ち
が
有
間
の

復
権
を
目
論
ん
だ
の
は
、
有
間
そ
の
人
へ
の
親
近
感
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
中
国
史
に
お
け
る
政
争
の
敗
北
者
や
知
識
人
の
受
難
に
対
す
る
共
感

を
、
有
間
と
い
う
歴
史
的
人
物
に
投
影
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る（

（1
（

。

　

大
宝
以
後
、
有
間
の
死
を
「
悲
劇
」
と
し
て
捉
え
る
風
潮
が
宮
廷
に
浸

透
し
て
い
っ
た
。
巻
二
編
者
は
そ
う
し
た
風
潮
に
棹
さ
し
て
、
有
間
関
係

歌
を
挽
歌
部
冒
頭
に
配
置
し
た
の
で
あ
る
。

八
、
有
間
挽
歌
群
の
「
歌
の
意
」

　

斉
の
田
横
は
政
治
的
な
敗
北
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
田
横
の
門
人
た

ち
は
、主
君
が
非
業
の
死
を
遂
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
敢
え
て
哭
せ
ず
」

と
い
う
態
度
を
取
っ
た
。
悲
哀
の
表
出
が
抵
抗
と
見
做
さ
れ
、
漢
の
高
祖

を
刺
戟
す
る
こ
と
を
警
戒
し
た
か
ら
で
あ
る
。「
哭
」
の
代
替
物
が
薤
露
・

蒿
里
だ
が
、
そ
の
詞
章
の
抽
象
性
す
ら
悲
し
み
の
抑
制
と
し
て
解
釈
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
抑
圧
さ
れ
た
悲
し
み
こ
そ
が
、
田
横
の
「
挽
歌
」
に

籠
め
ら
れ
た
「
歌
の
意
」
で
あ
る
。

　

有
間
も
ま
た
政
治
的
な
敗
北
者
で
あ
り
、謀
反
人
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
。

そ
の
死
を
悲
し
む
こ
と
は
当
然
抑
制
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
巻
二
編

者
は
そ
う
考
え
、
有
間
歌
群
に
「
抑
圧
さ
れ
た
悲
し
み
」
を
発
見
し
た
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
意
吉
麻
呂
歌
の
題
詞
に
、
編
者
は
「
哀
咽
す
る
歌
」
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と
記
し
た
。
だ
が
意
吉
麻
呂
の
歌
に
は
、「
泣
く
」
と
か
「
悲
し
」
と
い
っ

た
類
の
、
挽
歌
一
般
に
多
用
さ
れ
る
悲
哀
の
表
現
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。
意
吉
麻
呂
の
歌
そ
の
も
の
は
、「
哀
咽
」
な
ど
し
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
編
者
は
、
意
吉
麻
呂
歌
の
真
意
に
は
「
哀
咽
」
が
あ
る

と
解
そ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
編
者
は
、
意
吉
麻
呂
歌
の
言
葉
の
裡
に
「
抑

圧
さ
れ
た
悲
し
み
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
有
間
歌
群
の
歌
は
ど
れ
も
悲
哀
の
感
情
を
表
出
し
て

は
い
な
い
。
自
傷
歌
も
、
追
悼
歌
も
、
ひ
た
す
ら
結
び
松
を
見
ら
れ
る
か

ど
う
か
だ
け
を
話
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
君
」
の
よ
う
な
有
間
を
指

示
す
る
言
葉
も
な
く
、「
死
」
を
暗
示
す
る
よ
う
な
言
葉
も
な
い
。
有
間

の
自
傷
歌
を
参
照
し
な
い
限
り
、「
磐
代
の
結
び
松
」
が
有
間
を
暗
示
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
す
ら
気
づ
け
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
歌
は
排
列
さ

れ
、
題
詞
が
附
さ
れ
、
歌
群
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
有

間
挽
歌
」
で
あ
る
こ
と
が
は
じ
め
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
歌
だ
け
を
一
首
ず
つ
切
り
離
し
、
先
入
観
を
持
た
ず
に
読
め
ば
、
そ

れ
が
有
間
に
対
す
る
「
挽
歌
」
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
わ
か
ら
な
い
。
編
者

は
、
そ
の
よ
う
な
明
示
的
で
な
い
歌
い
方
を
、
悲
し
み
を
抑
圧
し
た
ゆ
え

の
韜
晦
表
現
と
し
て
再
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
巻
二
編
者
の
こ
う
し
た
解
釈
は
、
明
ら
か
に
過
剰
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
意
吉
麻
呂
ら
の
歌
は
行
幸
従
駕
歌
で
あ
り
、
そ
の
型
に
則
っ
て

「
磐
代
の
結
び
松
」
と
い
う
旅
先
の
名
所
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る（

（1
（

。「
結

び
松
」
と
い
う
景
物
を
歌
う
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
あ
っ
て
、
殊
更
に
悲

哀
の
情
を
韜
晦
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。そ
も
そ
も
有
間
の
歌
自
体
が
、

ど
う
見
て
も
旅
の
歌
で
あ
る
。刑
死
と
い
う
悲
劇
的
末
路
か
ら
逆
算
し
て
、

旅
の
歌
を
「
自
傷
歌
」
に
再
解
釈
し
直
し
た
の
は
巻
二
編
者
で
あ
り
、
そ

し
て
研
究
者
も
含
む
万
葉
集
の
読
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
有
間
歌
群
か
ら
読

み
取
れ
る
「
悲
劇
性
」
と
は
、「
挽
歌
」
へ
の
部
類
と
歌
群
構
成
と
い
う

編
纂
行
為
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。
編
者
が
考
え
る
「
歌

の
意
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
先
験
的
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

編
者
に
よ
っ
て
過
剰
に
読
み
取
ら
れ
、
排
列
と
題
詞
に
よ
っ
て
附
加
さ
れ

た
新
た
な
価
値
で
あ
っ
た
。

注（1
） 

古
橋
信
孝
『
万
葉
歌
の
成
立
』（
講
談
社
学
術
文
庫
・
平
5
）
な
ど
。

（
2
） 「
鎮
魂
」
概
念
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
律
令
国
家
と
言
語
文
化
』（
汲
古

書
院
・
令
2
）
第
三
章
第
五
節
「
神
話
と
儀
礼
の
解
体
」
に
略
述
し
た
。

（
3
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
福
沢
健
「
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
形
成
」（『
上
代
文
学
』
54

号
、
昭
60
・
4
）
の
、
仮
定
表
現
に
特
別
な
意
味
や
固
有
の
心
情
は
な
い
と
す
る

指
摘
に
従
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。
福
沢
氏
と
は
対
照
的
に
「
幸
く
あ
ら
ば
」
の
仮

定
表
現
が
穂
積
老
流
刑
時
の
伝
誦
歌
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
意
見
も
あ
る

が
、
流
刑
者
の
不
安
と
、
旅
び
と
の
不
安
は
、
前
途
に
対
す
る
不
安
と
い
う
点
で
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全
く
同
質
で
あ
り
、
こ
れ
を
区
分
す
る
こ
と
に
生
産
的
意
味
は
な
い
。
む
し
ろ
有

間
皇
子
「
自
傷
」
へ
の
再
解
釈
を
契
機
と
し
て
、
措
辞
の
類
似
す
る
通
常
の
旅
の

歌
が
流
刑
者
穂
積
老
に
仮
託
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
、
形
成
史
と
し
て
は
自
然
な

展
開
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
4
） 

李
善
注
『
文
選
』
が
律
令
官
人
の
必
読
書
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
漢
籍
の
注
を
通
し

て
多
く
の
書
物
に
触
れ
、
情
報
を
得
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
古

代
日
本
の
蒐
書
と
蔵
書
」（『
國
學
院
雑
誌
』
120
巻
2
号
、
平
31
・
2
）
に
述
べ
た
。

（
5
） 

辰
巳
正
明
「
挽
歌
論
」（
尾
畑
喜
一
郎
編
『
記
紀
万
葉
の
新
研
究
』
桜
楓
社
・
平
4
）

（
6
） 

中
国
の
挽
歌
史
に
つ
い
て
は
、
西
岡
弘
『
中
国
古
代
の
葬
礼
と
文
学
』（
三
光
社

出
版
・
昭
45
）
お
よ
び
『
中
国
古
典
の
民
俗
と
文
学
』（
角
川
書
店
・
昭
61
）、
一

海
知
義
「
文
選
挽
歌
史
考
」（『
中
国
文
学
報
』
12
冊
、
昭
35
・
4
）
に
詳
し
い
。

（
7
） 

池
田
枝
実
子
「
有
間
皇
子
自
傷
歌
群
の
示
す
も
の
」（『
上
代
文
学
』
83
号
、
平

11
・
11
）
は
「
自
傷
歌
に
死
者
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
と
言
い
、
倉
持
し

の
ぶ
「
岩
代
の
〈
結
び
松
〉」（『
美
夫
君
志
』
95
号
、
平
30
・
1
）
は
、
歌
群
全

体
が
「
現
前
す
る
死
」
を
表
し
て
い
る
と
見
る
が
、
む
し
ろ
当
該
歌
群
は
他
の
挽

歌
と
較
べ
て
も
、「
死
」
に
直
接
言
及
し
な
い
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
ま
し
て

こ
れ
を
死
者
自
身
の
歌
と
は
読
め
な
い
し
、
死
が
「
現
前
」
し
て
い
る
と
も
読
め

な
い
。

（
8
） 

注
3
参
照
。

（
9
） 

意
吉
麻
呂
ら
の
追
悼
歌
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、注
2
拙
著
第
四
章
第
五
節「
大

宝
元
年
の
長
意
吉
麻
呂
」
に
も
触
れ
た
が
、
憶
良
が
持
統
四
年
紀
伊
行
幸
に
は
従

駕
し
て
い
る
が
、
大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
に
は
従
駕
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
意
吉

麻
呂
は
大
宝
元
年
行
幸
に
従
駕
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
お
の
ず
と
大
宝

元
年
に
定
ま
る
。
な
お
こ
の
年
に
、
律
令
制
定
お
よ
び
紀
伊
行
幸
に
際
し
て
恩
赦

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
有
間
の
復
権
を
後
押
し
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
） 

注
2
拙
著
第
三
章
第
三
節
「『
戦
後
文
学
』
と
し
て
の
柿
本
人
麻
呂
」
を
参
照
。

（
11
） 

注
2
拙
著
第
四
章
第
三
節
・
第
四
節
の
文
武
天
皇
論
を
参
照
。

（
12
） 

注
2
拙
著
第
四
章
第
一
節
「
大
神
高
市
麻
呂
の
復
権
」
を
参
照
。

（
13
） 

川
島
皇
子
と
の
関
係
、渡
唐
経
験
、『
類
聚
歌
林
』の
編
纂
、東
宮
侍
講
へ
の
任
命
、

「
日
本
挽
歌
」
の
創
作
な
ど
の
経
歴
か
ら
推
測
で
き
る
。
な
お
注
2
拙
著
第
四
章

第
六
節
「
遣
唐
使
山
上
憶
良
の
日
本
回
帰
」
も
参
照
。

（
14
） 

な
ぜ
万
葉
集
に
「
犯
罪
者
」
の
歌
が
多
い
の
か
、
と
い
う
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
疑

問
に
対
す
る
答
え
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
上
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
に

「
犯
罪
者
」
に
対
す
る
シ
ン
パ
シ
ー
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
政
治
権
力
に

対
す
る
知
識
人
の
不
安
と
不
満
を
、
か
れ
ら
叛
逆
者
に
表
象
＝
代
行
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
漢
籍
を
読
む
こ
と
が
、
そ
れ
へ
の
模
倣
の
欲
望
を
駆
動
さ
せ
る

と
い
う
点
も
、
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
要
素
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
15
） 

大
宝
元
年
紀
伊
行
幸
歌
に
も
有
間
を
聯
想
さ
せ
る
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、

注
9
拙
論
に
述
べ
た
。
羈
旅
歌
・
行
幸
歌
と
も
に
旅
先
の
「
名
所
」
で
は
「
名
物
」

を
詠
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。「
結
び
松
」
は
磐
代
の
「
名
物
」
で
あ
る
。
ま
た
「
名
所
」

に
は
そ
れ
に
纏
わ
る
歴
史
や
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
を
巧
み
に
詠
み
込
む
こ
と
も
旅

の
歌
に
期
待
さ
れ
た
。
磐
代
の
草
結
び
は
有
間
事
件
以
前
か
ら
の
習
俗
だ
が
、
事

件
を
機
に
、
結
び
松
が
有
間
の
印
象
と
鞏
固
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
伝
承
化
さ
れ
た
有
間
皇
子
像
と
は
、
兇
悪
犯
罪
者
で
は
な
く
、
不
安
を
抱
え
た

旅
び
と
た
ち
の
象
徴
で
も
あ
る
。

（
附
記
） 

本
稿
は
、
令
和
二
年
度
國
學
院
大
學
国
内
派
遣
研
究
員
と
し
て
の
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。


