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山
部
赤
人
の
歌
の
頂
点
で
あ
り
、
終
着
点
で
も
あ
っ
た
之
考
え
る
、
寸
義
の

歌
六
首
、
就
中
「
山
部
宿
禰
赤
人
の
歌
四
首
」
 
（
一
四
二
四
～
二
七
）
に
つ
い

て
論
究
す
る
時
、
彼
の
出
自
、
経
歴
、
万
葉
集
中
の
実
態
、
後
世
の
評
価
な
ど

、
も
確
実
に
把
握
す
べ
き
で
あ
る
が
、
赤
人
の
場
合
も
、
柿
本
人
髪
や
高
橋
虫
麿

同
様
客
観
的
な
資
料
が
極
め
て
少
な
い
の
で
、
結
局
は
赤
人
の
歌
を
い
か
に
考

え
る
か
、
即
ち
一
首
一
首
の
解
釈
が
最
も
重
要
な
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
下

私
が
い
か
に
「
山
部
宿
禰
赤
人
の
歌
四
首
」
 
（
以
後
「
四
首
の
歌
」
と
呼
ぶ
）
，

を
理
解
し
で
い
る
か
を
述
べ
て
み
た
い
旦
と
こ
ろ
で
、
巻
八
の
六
首
は
他
の
巻

の
赤
人
歌
に
比
べ
る
と
、
題
詞
や
左
注
が
何
等
作
品
を
説
明
し
て
い
な
い
事
が

特
徴
的
で
あ
る
。
元
来
、
巻
八
自
体
が
歌
を
四
季
に
分
け
、
更
に
各
季
を
雑
歌

と
相
聞
に
分
け
る
と
い
う
分
類
法
を
採
っ
て
い
る
の
で
噛
編
者
の
興
味
も
こ
の

集
中
で
も
新
し
い
分
類
法
に
従
っ
て
歌
を
判
定
し
、
年
代
順
に
並
べ
よ
う
と
す

る
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
少
数
の
例
「
式
部
大
輔
石
上
堅
魚
朝
臣
の
歌
」
 
（
一

四
七
二
（
「
佛
前
の
唱
歌
」
 
（
一
五
九
四
）
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
に
「
和
ふ
る

歌
」
（
一
六
五
七
）
以
外
は
、
作
音
名
、
時
折
作
歌
年
月
を
書
く
の
が
通
例
で
あ

る
が
、
赤
人
の
場
合
も
名
前
を
示
す
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
個
人
の
歌
が
四
首
も

ま
と
ま
っ
て
い
る
の
は
、
三
八
の
中
で
「
山
上
臣
憶
良
の
七
夕
の
歌
十
二
首
」

、
（
一
五
一
八
～
二
九
）
1
こ
れ
等
の
歌
は
養
老
八
年
か
ら
数
次
に
分
け
て
詠
ま

れ
て
い
る
一
を
除
く
と
「
天
平
八
年
丙
子
器
九
月
作
」
の
左
注
を
持
つ
「
大
伴

・
家
持
の
秋
の
歌
四
首
」
 
（
一
五
六
六
～
六
九
）
が
あ
る
だ
け
な
の
が
注
目
さ
れ

る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
巻
三
雑
歌
中
に
「
柿
本
朝
臣
人
言
の
罵
旅
の
歌
八
首
」

と
「
高
市
連
黒
人
の
爵
旅
の
歌
八
首
し
が
十
三
首
を
隔
て
て
載
せ
ら
れ
て
い
る

の
を
思
わ
せ
る
。
後
に
述
べ
る
が
、
巻
八
の
編
者
と
思
わ
れ
る
大
伴
家
持
が
赤

人
を
意
識
し
た
だ
ろ
う
事
を
容
易
に
想
像
さ
せ
る
事
実
で
あ
る
。

転

遷
の
野
に
す
み
れ
摘
み
に
と
来
し
わ
れ
そ
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け

る
（
一
四
二
四
）

 
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
従
来
幾
多
の
論
義
が
為
さ
れ
て
い
る
し
、
未
だ
に
定
説

を
見
な
い
歌
で
あ
る
。
表
面
に
は
難
訓
難
語
の
あ
る
歌
と
は
思
え
な
い
が
、
ご

「
く
普
通
の
語
句
と
見
え
る
、
「
す
み
れ
摘
み
に
と
」
「
一
夜
寝
に
け
る
」
の
解

（1）

山
部
赤
人
論
ロ
 
一
「
赤
人
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歌
四
首
」
に
つ
い
て
ー



釈
、
そ
れ
を
受
け
て
の
】
首
全
体
の
意
味
の
取
り
方
は
様
々
で
あ
る
。
更
に
こ

の
歌
の
理
解
は
後
三
首
の
方
向
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
に

慎
重
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
心
に
一
読
し
て
み
れ
ば
、
語
句
の
美
し

さ
、
情
景
の
艶
麗
な
こ
と
で
、
普
通
の
「
万
葉
風
の
歌
」
で
な
い
事
は
明
か
で

あ
る
。
「
春
の
野
、
す
み
れ
摘
み
、
野
を
な
つ
か
し
み
、
一
夜
寝
に
け
る
」
と
い

ず
れ
も
春
や
恋
愛
の
美
的
表
現
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
な
ら
ば
「
あ

ま
り
に
美
し
い
景
物
を
出
し
す
ぎ
て
い
て
、
作
り
物
め
き
焦
点
が
定
っ
て
い
な

い
。
」
と
批
難
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
日
以
上
に
、
奈
良
朝
の
入
達

に
と
っ
て
も
極
め
て
新
鮮
な
感
覚
の
歌
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
「
す

み
れ
」
の
用
例
が
「
つ
ぼ
す
み
れ
」
の
二
例
を
含
め
て
も
集
中
に
四
例
し
か
な

 
注
一

い
事
、
「
す
み
れ
」
の
他
の
一
例
が
、
天
平
十
九
年
三
月
五
日
作
の
、
．
大
伴
池

主
の
長
歌
（
三
九
七
三
）
で
、

 
 
…
里
人
の
吾
に
告
ぐ
ら
く
山
鯨
に
は
桜
花
散
り
笹
垣
の
間
な

 
層
く
し
ば
鳴
く
 
春
の
野
に
 
す
み
れ
を
摘
む
と
 
白
拷
の
 
袖
折
し
反
し

 
 
紅
の
 
赤
裳
裾
引
き
 
少
女
ら
は
 
思
ひ
乱
れ
て
…

と
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う
の
は
、
こ
の

歌
は
大
伴
家
持
の
「
山
柿
之
開
に
の
語
を
前
文
に
も
つ
長
歌
 
（
三
九
六
九
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

へ
の
返
歌
で
、
家
持
の
歌
を
「
山
柿
の
歌
心
は
此
に
比
ぶ
れ
ば
嫁
き
が
如
し
」

と
絶
賛
し
て
い
る
前
文
が
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
歌
の
所
で
も
述
べ
る

が
、
巻
十
七
に
載
せ
る
右
二
首
の
長
歌
お
よ
び
反
歌
は
、
赤
人
の
「
四
首
の

歌
」
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
で
、
家
持
、
園
主
の
当
代
き
っ
て
の
二
人
の

文
入
が
赤
人
を
摂
取
し
て
い
た
事
は
赤
人
歌
の
新
し
さ
を
意
味
す
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
山
柿
の
「
山
」
を
山
部
赤
人
と
考
え
る
私
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
池

主
が
「
す
み
れ
摘
み
」
を
少
女
達
の
野
遊
び
の
情
景
と
し
て
描
い
て
い
る
の
は

赤
人
の
歌
に
対
す
る
一
つ
の
手
掛
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
本
来
「
す
み

れ
摘
み
」
は
女
性
の
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
男
が
そ
の
為
に
野
に
来
る
事
は
考

え
ら
れ
ず
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
赤
人
は
大
胆
に
「
す
み
れ
摘
み
に
」
来
た
と

歌
っ
た
の
で
あ
る
。
男
性
に
あ
る
ま
じ
き
振
舞
い
を
歌
う
こ
と
で
虚
構
の
世
界

を
造
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
又
「
す
み
れ
」
が
実
用
で
あ
る
か
否
か
で
説
が
分

か
れ
る
が
、
「
代
匠
記
」
が
「
和
名
抄
」
の
野
菜
楽
曲
菜
に
「
本
草
云
、
董
五

官
謂
近
心
葵
董
継
選
襯
名
」
と
あ
る
の
を
引
い
て
、

 
 
野
菜
な
る
故
に
摘
て
花
を
も
兼
る
な
る
べ
し
、
後
々
の
歌
に
は
飲
食
を
賎

 
 
し
め
ば
に
や
Y
花
故
に
摘
や
う
に
の
み
よ
め
め
、

と
述
べ
て
い
る
の
に
従
い
た
い
。
そ
の
生
活
次
元
の
目
的
を
も
っ
て
来
た
作
者

が
、
す
み
れ
の
盛
り
の
野
の
方
に
愛
情
を
覚
え
た
と
し
て
い
．
る
所
が
第
二
の
虚

構
で
あ
っ
た
。
自
然
を
「
な
つ
か
し
む
」
歌
と
し
て
は
三
七
壁
口
喩
歌
の
申
に

 
 
 
 
 
こ
ご

 
 
磐
が
根
の
凝
し
き
山
に
入
り
初
め
て
山
な
つ
か
し
み
出
で
か
て
ぬ
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
三
三
二
）

が
あ
か
、
結
句
の
「
出
で
か
て
ぬ
か
も
」
が
赤
人
歌
の
「
一
夜
寝
に
け
る
」
に

似
た
発
想
を
し
て
い
る
が
、
巻
七
の
歌
は
、

 
 
心
に
し
み
ぬ
婚
姻
し
た
の
に
讐
へ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
か
う
し
た
心
持
は

 
今
の
民
謡
に
も
時
に
見
ら
れ
る
。
或
は
単
に
恋
愛
を
恐
し
い
も
の
と
思
っ
て

 
居
た
の
に
、
始
め
て
見
れ
ば
の
意
で
あ
ら
う
か
。
後
者
の
方
が
自
然
か
も
知

 
れ
な
い
。
土
屋
文
明
著
「
萬
葉
集
私
注
」

 
 
こ
れ
は
身
分
高
い
女
に
関
係
を
結
ん
で
い
る
男
の
訴
え
で
、
「
磐
が
根
の

 
凝
し
き
山
」
は
身
分
の
高
い
女
、
「
入
り
初
め
て
」
は
、
夫
婦
関
係
が
つ
き

 
始
め
た
こ
と
、
「
出
で
か
て
ぬ
」
は
、
関
係
を
絶
ち
難
い
こ
と
で
、
い
ず
れ

 
も
讐
喩
で
あ
る
コ
窪
田
空
穂
著
「
萬
葉
集
評
釈
」

（2）



な
ど
の
解
説
が
示
す
よ
う
に
、
完
全
に
恋
の
歌
で
あ
る
。
然
し
私
は
赤
人
の
歌

を
相
聞
発
想
の
歌
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
、
と
言
う
よ
り
そ
こ
を
踏
ま
え
て

越
え
て
い
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
似
て
否
な
る
歌
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
「
一
夜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
二

寝
に
け
る
」
に
つ
い
て
は
、
古
代
文
学
に
散
見
す
る
「
一
夜
の
共
寝
」
と
関
係

付
け
て
も
考
え
ら
れ
る
が
、
赤
人
の
心
と
し
て
は
純
粋
に
景
色
に
魅
了
さ
れ
て

「
一
夜
泊
っ
た
こ
と
だ
」
と
歌
っ
て
い
る
と
見
た
い
。
と
言
う
の
は
同
じ
発
想

の
内
蔵
忌
寸
縄
麿
の
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
 
こ

 
い
さ
さ
か
に
思
ひ
て
来
し
を
多
砧
の
浦
に
咲
け
る
藤
見
て
一
夜
経
ぬ
べ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
二
〇
一
）

が
あ
る
し
、
赤
人
と
し
て
は
記
紀
以
来
の
相
聞
的
語
句
で
あ
る
「
一
夜
寝
」
を

単
に
「
一
泊
」
の
意
に
転
用
す
る
事
で
複
雑
な
イ
メ
ー
ジ
と
強
い
印
象
を
歌
お

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
幸
行
供
奉
を
繰
り
返
し
行
っ
た
大
の

男
が
、
 
「
す
み
れ
摘
み
に
来
て
感
動
し
て
一
泊
し
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
と
歌
う

の
は
極
め
て
大
胆
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
事
実
と
し
て
考
え
る
よ
り
も

武
田
祐
吉
著
「
萬
葉
集
全
註
釈
」
に

 
 
春
の
野
に
ス
ミ
レ
を
採
み
に
き
て
一
夜
宿
た
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
も

 
仰
山
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
文
雅
の
思
想
が
さ
か
ん
で
あ
っ
一
て
、
野
辺
の
風

 
情
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
、
か
よ
う
な
作
を
成
す
に
至
っ
た
も
の
で
、
歌
わ

 
れ
て
い
る
吋
容
は
、
か
な
ら
ず
し
も
事
実
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま

 
何
か
旅
行
の
お
り
な
ど
に
、
一
宿
し
た
こ
と
の
あ
る
の
を
回
想
し
て
、
か
は

 
う
な
表
現
を
取
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
言
う
よ
う
に
美
的
観
念
の
具
像
化
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

．
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
確
か
に
語
句
に
は
相
聞
的
情
緒
が
満
ち
て
い
る
が
、

赤
人
は
そ
れ
を
自
然
界
へ
の
愛
情
表
現
と
し
て
転
換
さ
せ
て
歌
っ
て
い
る
。
こ

 
山
部
赤
人
論
口
 
1
「
赤
人
の
歌
四
首
」
に
つ
い
て
一

の
歌
は
古
今
集
仮
名
序
の
注
に
「
わ
か
の
浦
に
」
 
（
九
九
九
）
と
と
も
に
赤
人

の
代
表
作
品
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
他
、
古
今
和
歌
六
帖
、
赤
人
集
、
続
古

今
集
、
夫
木
魚
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
源
氏
物
語
の
真
木
柱
、
椎
本
（
「
野

を
む
つ
ま
じ
み
」
と
な
っ
て
）
に
引
歌
さ
れ
て
い
て
平
安
朝
以
降
愛
さ
れ
た
歌

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
真
木
柱
の
巻
で
は
、
冷
泉
帝
が
玉
鉾
を
「
野
」
に
讐

え
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
朝
の
人
に
と
っ
て
は
恋
愛
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。

三

   あ
   し
   ひ
   き

   の
   山

6  桜
   花
   日
   並

   べ
   か
   く
   咲
   き
   た
   ら
   ぱ

   い
   と
   恋
   ひ
   め

 （や
 一も
 璽

 孟

 v

 
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
評
価
の
差
が
激
し
い
歌
で

 
 
線
は
細
い
が
調
べ
が
張
っ
て
、
品
を
も
っ
た
歌
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
萬
葉
集
評
釈
）

 
 
桜
花
の
盛
り
の
短
い
の
を
惜
し
む
心
で
あ
る
が
、
平
板
な
上
に
、
言
ひ
ま

 
は
し
に
理
が
這
入
っ
て
来
て
、
嫌
味
を
さ
へ
感
じ
さ
せ
る
。
赤
人
の
作
中
で

 
も
低
俗
な
も
の
で
あ
る
。
 
（
萬
葉
集
私
注
）

の
よ
う
に
様
々
に
受
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
．
一
重
に
こ
の
歌
の
新
し
さ
に
よ

る
も
の
で
、
前
歌
と
同
様
こ
れ
も
謂
わ
ゆ
る
「
万
葉
風
」
や
、
ま
し
て
「
ま
す
ら

を
ぶ
り
」
で
は
決
し
て
な
い
。
「
山
桜
花
」
の
語
は
集
中
数
多
く
あ
り
そ
う
で
あ

る
が
、
実
は
家
持
の
、
前
に
挙
げ
た
「
更
に
贈
る
歌
」
（
三
九
六
九
）
の
反
歌

 
あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
ひ
と
目
だ
に
君
と
し
見
て
ば
雨
垂
ひ
め
や
も
層
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
九
七
〇
）

に
唯
一
回
出
で
く
る
だ
け
の
特
殊
な
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
家
持
周
辺
と
の

（3）



関
わ
り
が
窺
え
る
が
、
意
味
と
し
て
は
「
山
の
桜
」
に
す
ぎ
ず
、
山
の
桜
を
詠

ん
だ
も
の
と
し
て
は
む
し
ろ
、
高
橋
虫
干
の
「
春
三
月
、
諸
卿
大
夫
等
の
難
波

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ど

に
下
り
し
時
の
歌
」
 
（
一
七
四
七
～
五
〇
）
や
「
難
波
に
経
宿
り
て
明
日
還
り

来
し
時
の
歌
」
 
（
一
七
五
一
・
．
二
）
の
方
が
遙
か
に
意
を
書
し
て
い
る
。
た
だ

赤
人
の
工
夫
は
「
日
並
べ
て
か
く
咲
き
た
ら
ば
い
と
恋
ひ
め
や
も
」
と
言
う
部

分
で
、
万
葉
の
歌
と
し
て
は
確
か
に
理
に
傾
い
て
い
る
が
、
古
今
集
の
中
に
入

れ
た
ら
恐
ら
く
何
等
目
立
つ
歌
で
は
な
い
。
例
え
ば

 
ま
て
と
い
ふ
に
散
ら
で
し
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
な
に
を
桜
に
思
ひ
ま
さ
ま
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
〇
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
三

な
ど
に
通
じ
る
と
言
え
る
。
然
し
な
が
ら
万
葉
の
歌
と
し
て
は
五
味
智
英
氏
が

 
 
あ
め
得
ぬ
こ
と
を
敢
え
て
仮
定
し
、
更
に
反
語
で
受
け
る
と
い
ふ
紆
余
曲

 
折
が
、
桜
の
美
し
さ
に
ま
と
も
に
対
し
て
居
な
い
作
者
の
智
巧
的
態
度
を
示

 
し
て
…
…
‘
 
 
 
 
、

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
然
と
ま
と
も
に
向
き
合
っ
て
い
な
い
、
理
知
の
歌
で

あ
る
。
桜
を
賞
で
る
気
持
は
日
本
書
紀
に
函
嶺
天
皇
の
御
製
と
し
て

 
 
明
旦
に
、
天
皇
、
井
の
傍
の
桜
の
華
を
見
そ
な
は
し
て
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く

 
 
は
な
ぐ
は
 
 
 
 
 
 
め
 
 
 
 
こ
と

 
 
花
妙
し
 
桜
の
愛
で
 
如
此
愛
で
ば
 
早
く
は
 
愛
で
ず
我
が
愛
つ
る

 
、
子
ら

，
皇
后
聞
こ
し
め
て
、
且
大
き
に
恨
み
た
ま
ふ
。

と
歌
わ
れ
て
い
る
の
が
最
古
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
允
恭
天
皇
が
衣
通
郎
姫
と

一
夜
を
過
さ
れ
た
後
朝
に
歌
わ
れ
た
も
の
で
、
お
り
か
ら
井
の
側
に
咲
き
誇
っ

て
い
る
桜
を
見
て
、
姫
の
美
し
さ
を
桜
に
煮
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
桜
の
散

る
こ
と
の
早
さ
を
感
じ
て
、
な
ぜ
蕾
の
う
ち
か
ら
賞
で
な
か
っ
た
の
か
、
と
言

う
所
に
赤
人
の
歌
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、
さ
す
が
に
古
い
謡
い
も
の
の
風

を
伝
え
て
い
る
。

 
万
葉
中
に
も
桜
を
詠
ん
だ
歌
が
四
十
首
程
あ
る
が
、
虫
麿
の
歌
の
よ
う
に
山

の
桜
が
高
度
に
よ
っ
て
咲
く
時
期
が
違
う
と
細
や
か
に
歌
う
こ
と
は
な
く
、
多

く
は
雨
や
風
に
散
る
桜
の
、
盛
り
の
短
か
さ
を
素
朴
に
嘆
く
も
の
で
あ
っ
た
。

 
足
代
過
ぎ
て
糸
鹿
の
山
の
桜
花
散
ら
ず
あ
ら
な
む
還
り
来
る
ま
で

 
 
'
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
 
 
 
 
（
＝
二
二
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
ま
と

 
春
雨
の
し
く
し
く
降
る
に
高
円
の
山
の
桜
は
い
か
に
か
あ
る
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
四
四
〇
）

 
あ
し
ひ
き
の
山
の
間
照
ら
す
桜
花
こ
の
春
雨
に
散
り
ゆ
か
む
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
八
六
四
）

な
ど
を
見
れ
ば
、
花
を
愛
す
る
気
持
は
伝
わ
る
も
の
の
い
か
に
も
率
直
で
あ
る
。

赤
人
の
よ
う
に
「
毎
日
こ
の
よ
う
に
咲
い
て
い
た
な
ら
」
と
歌
う
こ
と
は
、
気

持
と
し
て
は
万
入
共
通
の
も
の
で
あ
る
が
、
極
め
て
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。

記
紀
の
中
で
も
木
の
花
の
散
り
易
い
こ
と
を
「
木
花
自
流
比
売
」
と
木
の
花
の

咲
く
美
し
さ
を
「
木
花
之
佐
久
夜
量
売
」
と
名
に
変
え
て
い
る
。
「
木
花
之
佐

久
夜
馬
売
」
は
「
石
長
比
売
」
と
対
に
な
っ
て
い
て
、
二
言
藝
亡
命
に
奉
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
と
み
に
く

た
二
人
の
う
ち
で
、
，
「
石
長
比
売
」
が
そ
の
「
甚
凶
醜
き
に
因
り
て
」
送
り
返

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た

さ
れ
た
時
、
父
の
大
山
津
見
神
は
「
大
く
恥
ぢ
て
」
 
 
 
 
 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
て

 
 
我
が
女
二
た
り
並
べ
て
立
奉
り
し
由
は
、
石
長
比
売
を
使
は
さ
ば
、
天
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
こ
 
 
か
き

 
神
の
御
子
の
命
は
、
雪
零
り
風
吹
く
と
庵
、
恒
に
石
の
如
く
に
、
常
は
に
堅

 
は
に
動
か
ず
坐
さ
む
。
亦
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
を
使
は
さ
ば
、
木
の
花
の
栄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
て
ま
つ

 
ゆ
る
が
如
栄
え
坐
さ
む
と
宇
気
比
星
貢
罵
り
き
。
蒔
く
て
石
長
比
売
を
返
さ

 
 
 
 
ひ
と
り

 
し
め
て
、
独
木
花
之
佐
久
学
習
売
を
留
め
た
ま
ひ
き
。
故
、
天
つ
神
の
御

 
子
の
御
古
は
、
木
の
花
の
阿
摩
比
能
面
坐
さ
む
。
」
と
い
ひ
き
。

（4）



と
言
っ
て
い
る
。
木
の
花
（
恐
ら
く
桜
が
そ
の
中
心
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
）

の
美
し
く
も
盛
り
の
短
か
い
こ
と
と
、
石
の
永
遠
性
と
が
、
明
瞭
に
比
較
さ
れ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
日
本
文
学
の
主
題
と
な
る
、
「
花
鳥
風
月
」
の

最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
花
で
あ
る
が
、
万
葉
に
お
い
て
は
鑑
賞
用
以
外
の
花
が
か

な
り
多
く
、
純
粋
に
「
見
る
た
め
の
も
の
」
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
新
し

い
見
方
だ
っ
た
よ
う
で
あ
，
る
。

こ
の
歌
も
古
今
和
歌
六
帖
に

 
足
曳
の
山
桜
花
日
並
べ
て
斯
咲
き
た
ら
ば
い
と
恋
ひ
め
や
は

又
新
千
載
集
に
も

 
足
引
の
山
桜
麗
日
を
経
つ
㌧
か
く
し
に
ほ
は
日
わ
れ
恋
ひ
め
や
も

と
載
せ
ら
れ
て
い
て
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

四

わ
が
背
子
に
見
せ
む
と
思
ひ
し
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
雪
の
降
れ
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
四
二
六
）

こ
の
歌
も
最
初
め
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
解
釈
が
大
き
く
分
れ
る
歌
で
あ
る
。

そ
れ
は
専
ら
初
句
の
「
わ
が
背
子
」
を
ど
う
考
え
る
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

萬
葉
代
匠
記
…
…
此
吾
勢
子
は
妻
な
り
、

 
萬
葉
集
略
解
…
…
ウ
ガ
セ
コ
は
友
を
百
ふ

萬
葉
集
評
釈
…
「
吾
が
背
子
」
は
、
本
来
女
よ
り
男
を
最
も
親
し
ん
で
呼
ぶ

 
 
 
称
で
あ
る
が
、
転
σ
て
男
同
志
の
間
に
も
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の

 
 
 
で
、
用
例
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
そ
れ
で
あ
る
。

 
萬
葉
集
私
注
…
…
ワ
ガ
セ
コ
は
親
し
い
友
人
と
も
見
え
る
し
、
此
の
歌
が
女

山
部
赤
人
論
ロ
 
一
，
「
赤
人
の
歌
四
首
」
に
つ
い
て
一

 
 
 
性
の
為
の
代
作
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
。

な
ど
が
代
表
的
な
意
見
で
あ
ろ
う
。
，
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
」
に

 
せ
こ
〔
背
子
〕
 
（
名
）
男
子
を
親
し
み
呼
ぶ
称
。
ほ
と
ん
ど
が
妻
か
ら
夫
に

 
 
対
し
て
い
い
、
ワ
ガ
セ
コ
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ワ
ギ
モ
（
コ
）

 
 
と
対
す
る
。

と
言
う
よ
う
に
、
万
葉
集
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
本
来
女
性
が
愛
情
を
込
め
て

男
性
を
呼
ぶ
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
数
は
少
な
い
が
母
が

子
を
、
姉
が
弟
を
、
更
に
は
男
が
男
を
呼
ぶ
時
に
も
用
い
た
例
が
出
て
く
る
。

特
に
男
性
同
志
の
例
を
探
す
と
、

 
石
川
大
夫
が
長
田
町
を
（
二
四
七
）
、
藤
原
房
前
が
大
伴
旅
人
を
（
八
一
二
）
、
'

・
高
丘
河
内
連
が
恐
ら
く
は
大
伴
家
持
を
（
一
〇
三
九
）
、
西
之
野
立
が
友
人
を

 
（
一
四
八
三
）
、
藤
原
宇
合
が
そ
の
友
人
を
（
一
五
三
五
）
、
大
伴
池
主
が
大
伴

家
持
を
（
三
・
九
七
五
）
、
家
持
が
池
主
を
（
四
〇
〇
七
）
、
家
持
が
池
主
を
（
四

〇
七
七
）

な
ど
が
見
出
さ
れ
る
。
特
に
大
伴
家
持
関
係
歌
が
多
い
の
は
、
こ
う
呼
ば
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
必
要
と
し
た
の
か
、
或
い
は
か
な
り
流
行
し
た
新
し
い

用
法
だ
っ
た
の
か
な
ど
の
想
像
が
さ
れ
る
が
、
万
葉
第
四
期
に
な
る
と
、
男
同

志
で
も
「
ワ
ガ
セ
コ
」
と
呼
び
あ
っ
て
い
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
申
で
も
家
持
の

 
 
 
 
西
北
の
隅
の
桜
樹
葱
詠
ひ
云
ふ

 
わ
が
背
子
が
古
き
垣
吋
の
桜
花
い
ま
だ
含
め
り
一
目
見
に
来
ね

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
〇
七
七
）

は
、
赤
人
歌
の
気
持
に
通
じ
る
も
の
で
、
し
か
も
初
句
に
同
じ
「
わ
が
背
子
」

を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
馬
首
は
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
α
そ
れ
は
最
後

に
も
う
一
度
考
え
る
と
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
用
例
が
あ
る
以
上
、
赤
人
の
歌
を
、

（5）



女
性
の
立
場
に
立
っ
て
の
作
と
す
る
必
要
は
な
い
。
勿
論
、
赤
人
が
「
背
子
」

の
語
に
対
し
て
、
女
性
が
使
う
語
で
あ
る
と
の
認
識
が
な
か
っ
た
筈
は
な
く
、

敢
え
て
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
歌
に
よ
り
艶
麗
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
よ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

 
美
し
く
咲
く
花
を
、
独
り
見
る
の
で
は
な
く
、
恋
人
や
友
人
と
共
に
見
た
い

と
思
う
の
は
常
に
変
ら
ぬ
人
情
の
よ
う
で
あ
る
が
、
梅
が
雪
に
よ
っ
て
隠
さ
れ

て
い
る
、
と
歌
う
の
は
集
中

 
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
降
る
雪
の
い
ち
し
ろ
け
む
な
間
言
遣
ら
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
三
四
四
）

位
で
、
他
は
雪
と
梅
と
の
取
の
合
せ
の
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
両
者
を
見
間

違
え
る
ど
歌
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
例
は
血
色
に

 
わ
が
岳
に
盛
り
に
咲
け
る
梅
の
花
残
れ
る
雪
を
ま
が
へ
っ
る
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
六
四
〇
）

 
沫
雪
に
降
ら
え
て
咲
け
る
梅
の
花
君
が
り
遣
ら
ば
よ
そ
へ
て
む
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
六
四
一
）

な
ど
他
に
も
例
が
多
い
、
当
時
自
認
の
美
し
さ
が
雪
と
競
う
様
子
を

 
雪
の
色
を
奪
ひ
て
咲
け
る
梅
の
罫
書
盛
り
な
り
見
む
人
も
が
も
（
八
五
〇
）

と
歌
う
の
は
、
も
は
や
常
識
的
表
現
だ
っ
た
。
，
有
名
な
巻
五
の
「
梅
花
の
歌

三
十
二
首
」
の
中
で
も
雪
と
梅
は
「
降
る
雪
と
人
の
見
る
ま
で
梅
の
花
散
る
」

（
八
三
九
）
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
赤
人
の
歌
も
こ
れ
等
の
歌
を
更
に
誇

張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
実
景
で
は
な
い
。
こ
の
趣
向
は
古
今
集
の

 
心
あ
で
に
を
ら
ば
や
を
ら
ん
ば
つ
し
も
の
お
き
ま
ど
は
せ
る
し
ら
ぎ
く
の
花

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
七
七
）

を
す
ぐ
に
思
い
出
さ
せ
る
。
又
早
く
鴻
稟
盛
蝋
管
「
萬
葉
集
全
釈
」
が
指
摘

し
、
「
萬
葉
集
注
釈
」
が

 
 
古
今
集
（
六
）
に

 
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
久
か
た
の
あ
ま
ぎ
る
雪
の
な
べ
て
ふ
れ
れ
ば

 
と
あ
る
の
は
こ
の
歌
ど
、

 
梅
，
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
零
る
雪
の
い
ち
じ
う
け
む
な
間
使
や
ら
ば
（
十
・

 
二
三
四
四
）

 
な
ど
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
言
う
よ
う
に
、
古
今
集
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
「
雪
に
隠
さ
れ
た
梅
」
は
古

今
集
の
詞
書
に

 
梅
の
花
に
雪
の
ふ
れ
る
を
よ
め
る
（
三
三
五
）

 
雪
の
う
ち
の
梅
の
花
を
よ
め
る
（
三
三
六
）

千
載
集
の
詞
書
に

 
梅
の
木
に
雪
の
ふ
り
け
る
に
鶯
の
な
き
け
れ
ば
よ
め
る
「
（
一
，
六
）

と
引
き
継
が
れ
て
行
っ
た
。
単
に
梅
を
雪
と
見
立
て
る
巻
心
の
歌
と
違
っ
て
、

親
し
い
友
と
見
よ
う
と
思
っ
て
い
た
梅
に
雪
が
積
っ
て
梅
層
見
せ
ら
れ
な
い
嘆

き
、
と
見
せ
て
，
「
雪
中
の
梅
」
の
美
を
歌
っ
た
赤
人
の
歌
は
ま
さ
に
平
安
朝
和

歌
の
先
駆
で
あ
っ
た
こ
と
は
以
上
の
事
で
明
か
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
五

 
明
日
よ
り
は
若
菜
摘
ま
む
と
標
め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
ふ
り
つ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
四
二
七
）

 
赤
人
の
興
味
の
中
心
が
「
昨
日
、
今
日
、
明
日
」
の
三
語
を
一
首
の
申
に
使

う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
同
様
の
歌
は

〔6つ



を
と
つ
ひ

 
前
日
も
昨
日
も
今
日
も
見
つ
れ
ど
も
明
日
さ
へ
見
ま
く
欲
し
き
君
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
'
 
（
一
〇
一
四
）

 
 
 
か
ひ
そ
こ
 
 
 
 
 
 
 
を
と
つ
ひ

 
山
の
峡
其
腱
と
も
見
え
ず
一
昨
日
も
昨
日
も
今
日
も
雪
の
降
れ
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
九
二
三
）

を
と
と
し
 
さ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

 
前
年
の
三
つ
年
よ
り
今
年
ま
で
恋
ふ
れ
ど
何
ぞ
も
妹
に
逢
ひ
難
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
八
三
）

 
妹
も
わ
れ
も
一
つ
な
れ
か
も
三
河
な
る
二
見
の
道
ゆ
別
れ
か
ね
つ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
七
六
）

な
ど
が
あ
っ
て
、
時
間
の
流
れ
を
具
体
的
に
、
・
又
数
字
を
並
べ
た
り
す
る
機
智

の
歌
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。
今
日
か
ら
考
え
る
と
、
実
感
の
な
さ
、
技
巧
の
露

さ
が
目
立
っ
て
、
と
て
も
高
い
価
値
は
与
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
歌
の
類
で
あ
る

が
、
奈
良
朝
の
歌
人
達
は
競
っ
て
こ
の
よ
う
な
作
に
挑
戦
し
て
い
る
。
そ
れ
は

実
景
実
感
の
世
界
か
ら
理
智
の
世
界
へ
の
第
一
歩
だ
っ
た
よ
う
で
、
あ
た
か
も

ゲ
ー
ム
に
挑
む
よ
う
に
手
腕
を
示
し
て
い
る
つ
そ
の
様
子
は
巻
十
六
の
長
忌
寸

属
僚
麿
の
八
首
の
歌
（
三
八
二
四
～
三
一
）
に
は
っ
き
り
と
見
る
事
が
出
来
る

し
、
左
註
（
三
八
二
四
）
に
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
た
人
々
の
存
在
が
鮮
か
に
書

か
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
む
 
 
む

 
原
文
「
春
菜
將
採
跡
」
は
古
く
は
「
わ
か
な
」
と
訓
ま
れ
た
。
然
し
萬
葉
集

古
義
が
「
尾
張
連
歌
」
 
（
一
四
一
二
）
の
歌
の
と
こ
ろ
で

 
 
春
菜
は
、
ハ
ル
ナ
と
よ
む
べ
し
、
は
る
草
、
は
る
鳥
、
は
る
花
な
ど
云

 
例
多
し
、
止
由
気
宮
儀
式
帳
に
、
大
神
宮
司
、
奉
進
春
菜
漬
料
塩
二
鱈
と
見

 
ゆ
、

と
言
う
よ
う
に
、
「
は
る
な
」
と
訓
む
方
が
よ
い
と
思
う
。
集
申
の
用
字
も
、

若
菜
…
一
例
、
春
菜
…
五
例
で
あ
る
し
、
「
四
首
の
歌
」
が
「
春
の
野
に
…
」

山
部
赤
人
論
⇔
 
1
「
赤
人
の
歌
四
首
」
に
つ
い
て
一

と
春
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
所
か
ら
も
、
素
直
に
「
は
る
な
」
と
訓
ん
で
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
菜
を
摘
む
こ
と
は
い
か
に
も
女
性
の
仕
事
の
よ
う
で
あ
り
、

前
回
に
続
い
て
こ
の
歌
も
女
性
の
歌
だ
と
考
え
る
事
も
可
能
で
あ
る
が
、
仁
徳

記
で
天
皇
が
吉
備
の
黒
日
売
に
歌
い
か
け
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
を
な

 
 
山
縣
に
 
蒔
け
る
菰
菜
も
 
吉
備
人
と
 
共
に
し
摘
め
ば
 
楽
し
く
も
あ

 
る
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

の
歌
i
恐
ら
く
こ
の
歌
は
民
謡
が
採
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
一
の
よ

う
に
、
男
女
が
共
に
菜
を
摘
ん
だ
り
、
愛
を
交
換
し
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る
か

ら
、
赤
人
の
歌
も
、
彼
自
身
の
事
と
し
て
考
え
て
一
向
に
差
し
支
え
な
い
。
然

し
こ
の
「
春
菜
摘
ま
む
」
も
女
盤
的
で
あ
る
し
、
今
述
べ
た
よ
う
に
相
聞
的
雰

囲
気
に
満
ち
て
い
る
。

 
「
標
め
し
野
」
で
あ
る
が
、
」
有
名
な
額
用
王
の
「
あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標

野
行
き
」
 
（
二
〇
）
の
歌
の
よ
う
に
実
景
を
言
う
場
合
と
、
純
良
と
し
て
用
い

ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
標
む
」
「
標
結
ふ
」
は

巻
七
の
讐
喩
歌
の
申
で
は
専
ら
、
女
性
を
占
有
す
る
意
味
に
使
わ
れ
て
い
惹
か

ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
い
た

 
思
ひ
あ
ま
り
甚
も
す
べ
て
無
み
玉
裡
畝
火
の
山
に
わ
れ
は
標
結
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
三
三
五
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

 
葛
城
の
高
間
の
草
野
早
駈
り
て
畝
刺
さ
ま
し
を
今
そ
悔
し
き
（
一
三
三
七
）

 
三
島
江
の
玉
江
の
薦
を
妊
め
し
ょ
り
己
が
と
そ
思
ふ
い
ま
だ
刈
ら
ね
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
二
四
八
）

 
山
高
み
夕
日
隠
り
ぬ
浅
茅
原
後
見
む
た
め
に
標
結
は
ま
し
を
（
一
三
四
二
）

本
来
は
、
標
識
を
施
す
と
い
う
実
用
的
な
行
為
を
、
恋
愛
の
場
に
持
ち
込
む
こ

と
は
歌
を
作
る
人
に
と
っ
て
の
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た
。
愛
す
る
人
を
確
実
に

（7）

ノ



自
分
の
も
の
と
す
る
た
め
の
「
標
」
、
し
か
し
そ
れ
は
遅
そ
す
ぎ
た
り
、
裏
切

ら
れ
た
り
で
屡
々
悔
い
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
讐
喩
的
な
語
を
、
本
来

の
実
際
的
な
菜
摘
み
の
た
め
に
「
標
め
た
」
と
歌
っ
た
の
が
赤
人
で
、
し
か
も

そ
の
本
意
は
金
子
元
臣
氏
の
「
萬
葉
集
評
釈
」
が

 
 
し
め
し
野
は
、
野
の
一
部
に
あ
た
か
も
今
の
松
茸
山
の
や
う
な
な
は
ば
り

 
で
も
し
て
お
い
た
も
の
か
、
若
菜
つ
み
も
さ
う
な
っ
て
は
、
す
こ
ぶ
る
殺
風

 
景
な
気
が
す
る
。
こ
れ
は
、
心
中
に
場
所
の
予
定
を
し
て
お
く
と
い
ふ
の
で

 
あ
ら
う
。

と
い
う
の
が
正
し
い
と
思
う
。
同
様
の
例
と
し
て
は
、
家
持
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

 
今
日
の
た
め
と
思
ひ
て
含
め
し
あ
し
ひ
き
の
峰
の
上
の
桜
か
く
咲
き
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
一
五
一
）

が
あ
る
。
即
ち
こ
の
「
標
し
野
」
の
語
句
も
、
「
前
に
述
べ
た
、
「
す
み
れ
摘
み
、

一
夜
寝
に
け
る
、
い
と
恋
ひ
め
や
も
、
吾
が
背
子
」
と
同
じ
に
、
当
時
相
聞

的
意
味
で
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
語
句
を
、
再
び
生
活
次
元
の
も
の
と
し
て
用

い
、
そ
こ
に
虚
構
の
美
を
築
い
た
の
が
赤
人
で
あ
っ
た
。
そ
め
為
に
色
々
な
解

釈
を
許
す
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
 
実
は
た
だ
一
つ
の
目
的
 
「
美
を
歌

う
」
「
美
的
観
念
の
具
像
化
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
家
持
の

 
三
島
野
に
霞
た
な
び
き
し
か
す
が
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
つ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
〇
七
九
）

は
こ
の
歌
の
下
二
句
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
て
、
家
持
に
お
け
る
赤
人
受
容

は
、
こ
れ
ま
で
の
例
も
含
め
て
相
当
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

 
赤
人
の
こ
の
歌
は
、
古
今
和
歌
六
帖
、
赤
人
集
に
初
句
第
二
句
が
「
春
立
た

ば
若
菜
摘
ま
む
と
」
と
な
っ
て
、
又
倭
漢
朗
詠
集
、
新
古
今
集
に
「
明
日
か
ら

は
」
と
し
て
、
夫
木
三
三
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
て
後
世
広
く
愛
調
さ
れ
た
こ
と

が
分
る
。
金
椀
和
歌
集
の

 
春
立
て
ば
若
菜
摘
ま
む
と
占
如
し
野
べ
と
も
見
え
ず
雪
の
ふ
れ
れ
ば
（
新
千

載
集
に
は
「
春
は
ま
つ
」
）
は
こ
の
赤
人
歌
を
本
歌
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

光
孝
天
皇
が
「
み
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
人
に
わ
か
な
た
ま
ひ
け
る
御

う
た
」

 
き
み
が
た
め
春
の
野
に
い
で
て
わ
か
な
つ
む
我
衣
手
に
雪
は
ふ
り
つ
、
「

に
も
赤
人
歌
の
影
響
は
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
「
春
菜
と
雪
」
の

取
り
合
せ
ば
赤
人
の
こ
の
歌
以
外
に
は
な
い
が
一
家
持
に
「
春
菜
と
春
雨
」

（
三
九
六
九
）
を
歌
い
込
ん
だ
も
の
が
あ
る
一
平
安
朝
以
降
は
「
春
菜
（
若

菜
）
と
雪
」
の
取
り
合
せ
ば
殆
ん
ど
常
識
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
赤
人
の
時
代

を
先
取
り
し
た
姿
が
あ
る
。

占ノ、

 
こ
こ
ま
で
「
四
首
の
歌
」
を
い
か
に
私
が
理
解
し
て
い
る
か
を
示
し
て
来
た

の
で
あ
る
が
、
四
首
全
部
に
共
通
し
て
言
え
る
事
が
幾
つ
か
あ
る
こ
と
が
明
か

に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

二
、
相
聞
的
表
現
が
全
首
に
共
通
し
て
出
て
い
る
が
、
赤
人
は
そ
れ
を
景
色
を

 
讃
美
す
る
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。

二
、
誇
張
、
仮
定
、
機
智
な
ど
の
理
智
的
な
衷
現
が
歌
の
中
心
を
な
し
て
い

 
る
。

三
、
美
的
存
在
が
厳
選
さ
れ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

四
、
赤
人
の
歌
以
外
で
は
、
万
葉
集
に
そ
の
情
景
を
歌
っ
た
も
の
が
全
く
な
い

 
か
、
極
め
て
ま
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
平
安
朝
以
降
で
は
む
し
ろ
常
套
的
表
現

 
・
内
容
で
あ
る
。

（8）



五
、
四
首
の
歌
と
家
持
も
し
く
は
、
家
持
周
辺
の
歌
人
と
関
係
が
あ
る
。

六
、
「
あ
し
ひ
き
の
」
 
（
一
四
二
五
）
の
歌
を
除
く
三
首
は
、
春
の
野
と
す
み

 
れ
、
梅
の
花
と
雪
、
春
菜
と
雪
、
の
よ
う
に
美
的
な
情
緒
豊
か
な
物
の
組
合

 
せ
が
効
果
的
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
共
通
事
項
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
 
四
首
の
歌
が

「
た
だ
赤
人
の
歌
で
あ
る
か
ら
並
ん
で
い
る
の
だ
」
と
考
え
る
に
は
あ
ま
り
に

緊
密
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
最
初
の
「
山
部
宿
禰
赤
人
の
歌
四

首
」
の
題
詞
に
戻
っ
て
こ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。
同
じ
巻
八
の
秋
の
雑
歌
の

中
に
家
持
の
四
首
の
歌
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
「
古
事
記
」
の
中
に

は
四
首
一
組
の
も
の
が
数
回
出
て
来
る
。

イ
、
八
千
矛
の
神
が
沼
里
謡
売
と
唱
和
し
た
四
首
の
歌
謡
は
特
に
「
神
語
」
と

．
呼
ば
れ
て
い
る
。

ロ
、
神
武
記
の
、
伊
須
気
余
理
比
売
に
関
す
る
、
短
歌
と
片
歌
、
片
歌
の
問
答

 
の
四
首
は
物
語
を
彩
っ
て
い
る
。

ハ
、
上
行
記
に
伝
え
る
倭
建
命
亡
き
後
の
后
た
ち
の
歌
四
首
は
「
こ
の
四
歌
は

 
皆
そ
の
御
宮
に
歌
ひ
た
り
き
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

二
、
四
神
記
の
髪
長
比
売
の
話
も
四
首
の
歌
が
静
心
と
な
っ
て
い
る
。

ホ
、
雄
略
記
の
「
引
田
部
の
赤
猪
子
の
話
」
も
最
後
に
「
こ
の
四
歌
は
、
志
都

 
歌
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
四
首
で
物
語
を
完
成
さ
ぜ
て
い
る
。

以
上
の
「
古
事
記
」
の
例
は
、
詩
歌
藍
島
十
二
の
中
で
の
例
で
あ
る
か
ら
、
単

な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
が
、
い
ま
そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
私
に
は
な
い
。
な

お
考
え
て
み
た
い
問
題
で
あ
る
。

 
万
葉
中
に
「
四
首
一
聯
の
歌
」
は
と
探
し
て
み
る
と
、

a
、
「
軽
太
子
の
馬
騎
野
に
宿
り
ま
せ
る
時
の
柿
本
朝
臣
人
面
の
作
れ
る
歌
」

山
部
赤
人
論
⇔
 
1
「
赤
人
の
歌
四
首
」
に
つ
い
て
一

 
 
（
四
五
）
の
反
歌
（
原
文
に
は
短
歌
と
あ
る
四
六
・
～
四
九
）
が
四
首
で
構
成

 
の
妙
が
賞
讃
さ
れ
る
。

b
、
「
磐
姫
の
皇
后
の
天
皇
を
思
ひ
て
作
り
ま
せ
る
御
歌
四
首
」
 
（
八
五
～
八

 
八
）
は
山
田
孝
雄
著
「
萬
葉
集
講
義
」
が
、

 
 
以
上
四
首
は
本
文
と
し
た
る
皇
后
の
御
歌
に
し
て
四
首
連
続
し
て
一
の
想

 
を
な
せ
る
こ
と
甚
だ
巧
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
…
…
若
し
こ
の
歌
真
に
皇
后
の

 
御
歌
に
あ
ら
ず
と
せ
ば
皇
后
の
御
払
申
を
同
情
し
て
人
の
つ
く
れ
る
に
て
も

 
よ
し
。
或
は
又
全
払
の
歌
を
誤
り
て
載
せ
た
り
と
し
て
も
よ
し
。
四
首
一
聯

 
に
し
て
、
そ
の
情
の
深
切
に
し
て
そ
の
作
の
巧
妙
な
る
こ
と
は
作
者
の
い
つ

 
れ
に
な
り
た
り
と
て
左
右
せ
ら
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
こ
の
四
首
を
切

 
り
は
な
し
、
唯
一
首
を
と
り
て
論
ず
る
如
き
は
こ
の
御
歌
の
真
の
味
を
知
れ

 
．
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
ヶ
。

と
断
言
し
て
い
る
。

四
首
一
聯
と
し
て
は
右
の
二
つ
が
有
名
で
あ
る
が
、

c
、
 
「
弓
削
皇
子
の
、
．
紀
皇
女
を
思
ふ
御
歌
四
首
」
 
（
＝
九
～
二
二
）

d
、
「
田
部
忌
寸
櫟
子
、
大
宰
に
着
け
ら
え
し
時
の
歌
四
首
」
（
四
九
二
～
五
）

e
、
「
柿
本
朝
臣
入
麿
の
歌
四
首
「
（
四
九
六
～
九
）

な
ど
の
他
、
題
詞
や
左
注
に
「
四
首
」
と
明
記
す
る
も
の
、
結
果
的
に
（
問

」
答
な
ど
で
）
四
首
一
聯
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
ど
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
た

だ
、
万
葉
全
体
か
ら
み
れ
ば
ご
く
僅
か
な
歌
数
で
あ
る
し
、
必
ず
し
も
四
首
が

と
く
に
意
図
的
に
作
ら
れ
た
と
判
断
さ
せ
る
材
料
や
、
編
者
が
注
目
し
た
形
跡

は
な
い
。
然
し
、
右
の
例
の
中
に
も
、
男
性
の
歌
と
す
る
な
か
に
女
性
の
歌
が

入
っ
て
い
る
例
が
あ
り
、
特
に
e
の
人
血
の
歌
の
後
ろ
二
首
は
明
か
に
、
女
性

の
、
あ
る
い
は
女
性
の
立
場
で
人
言
が
前
二
首
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

（9）



、

 
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
流
れ
か
ら
見
て
く
る
と
、
赤
人
の
「
四
首
の
歌
」
も

何
等
か
の
構
成
や
意
図
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
当
然
で

あ
る
し
、
前
に
挙
げ
た
よ
う
な
共
通
性
も
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
二

通
り
の
考
え
方
が
出
来
る
。
一
つ
は
赤
人
自
身
が
四
首
一
聯
の
歌
と
し
て
作
っ

た
と
考
え
る
立
場
で
、
今
一
つ
は
後
人
の
誰
か
が
四
首
を
こ
の
よ
う
に
と
り
ま

と
め
た
、
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
私
は
後
者
を
良
し
と
す
る
者
で
、
と
て
も

赤
人
自
身
の
連
作
意
識
か
ら
生
れ
た
作
品
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
故

な
ら
、
論
文
の
中
で
も
屡
々
触
れ
た
よ
う
に
、
赤
人
の
影
響
が
大
き
か
つ
だ
家

持
は
、
最
大
の
赤
人
理
解
者
で
あ
り
、
信
奉
者
で
あ
り
、
更
に
は
「
山
部
赤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
四

人
」
創
造
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
前
に
も
少
し

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
虫
麿
、
旅
人
、
憶
良
な
ど
の
歌
人
が
極
端
と
も
思
え

る
位
に
、
個
性
的
で
あ
り
得
る
の
は
各
人
の
全
体
像
が
万
葉
に
示
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
は
な
く
、
誰
か
、
恐
ら
く
大
伴
家
持
を
中
心
と
す
る
編
纂
者
の
手
に
よ

っ
て
雛
ら
れ
形
造
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
赤
人
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
っ
て
、
赤
人
の
歌
が
全
部
残
っ
て
い
る
筈
は
な
い
し
、
三
八
で
私

達
が
読
む
の
は
、
大
伴
家
持
の
選
り
に
選
っ
た
結
果
で
あ
り
、
な
か
で
．
も
「
四
・

首
の
歌
」
は
家
持
の
考
え
で
ま
と
め
ら
れ
並
べ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
の
補
強
証
拠
と
な
る
の
は
、
他
の
巻
の
赤
人
歌
に
四
度
も
見
出
さ
れ

る
次
の
よ
う
な
左
注
で
あ
る
。

1
、
右
の
も
の
は
、
年
月
を
記
さ
ず
。
但
し
玉
津
島
に
從
駕
す
と
い
へ
り
。
乙

 
れ
に
因
り
て
今
行
幸
の
年
月
を
検
注
し
て
以
ち
て
嘱
す
。
（
九
一
九
）

2
、
右
の
も
の
は
、
先
後
を
審
ら
か
に
せ
ず
。
但
し
便
あ
る
を
も
ち
て
の
故
に

 
 
こ
の
次
に
回
す
。
 
（
九
二
七
）

、
3
、
右
の
も
の
は
作
歌
の
年
月
詳
ら
か
な
ら
ず
。
但
し
、
類
あ
る
を
も
ち
て
の

 
故
に
、
こ
の
次
に
載
す
る
の
み
な
り
。
 
（
九
四
七
）

4
、
右
は
、
年
月
所
慮
、
詳
審
に
す
る
こ
と
を
得
ず
。
但
し
聞
き
し
時
の
ま
に

 
ま
に
こ
こ
に
記
し
載
す
る
の
み
な
り
。
（
三
九
一
五
）

從
駕
の
作
が
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
な
い
理
由
を
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の

か
分
ら
な
い
が
、
赤
人
の
歌
を
適
切
な
所
に
挿
入
し
よ
う
と
す
る
編
者
の
姿
は

は
っ
憲
り
認
め
る
ご
と
が
出
来
よ
う
。
も
し
そ
の
努
力
が
な
か
っ
た
ら
、
と
考

え
る
と
恐
ろ
し
く
な
る
が
、
，
赤
人
歌
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
注
を
付
け
た
の

は
、
（
三
九
一
五
）
の
場
合
は
確
実
に
家
持
で
あ
る
し
、
他
の
巻
六
の
左
注
三
つ

も
家
持
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
巻
八
に
つ
い
て
も
大
系
本
の
各
巻
の

解
説
で
言
う
よ
う
に
家
持
が
編
集
し
た
と
思
わ
れ
、
赤
人
の
歌
の
中
で
、
巻
八

の
趣
向
に
合
い
、
春
の
景
色
を
詠
ん
だ
歌
を
四
首
ま
と
め
て
並
べ
て
た
の
で
あ

ろ
う
。
山
部
赤
人
が
も
し
自
分
で
四
首
の
連
作
と
し
て
作
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

桜
の
歌
と
梅
の
歌
は
順
序
を
逆
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ば
桜
花
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら
ず
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
二
九
）

 
鶯
の
麓
療
ふ
梅
の
う
つ
ろ
へ
ば
桜
の
花
の
時
か
た
ま
け
ぬ
（
一
八
五
四
）

の
よ
う
に
、
梅
か
ら
桜
へ
と
詠
む
の
が
常
識
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
'
恐
ら

く
、
家
持
が
古
い
順
序
に
並
べ
て
み
た
も
の
と
思
う
以
外
に
は
な
い
。
「
か
く
て

幸
い
に
も
、
．
山
部
赤
人
が
最
後
に
た
ど
り
着
い
た
、
彼
自
身
に
と
っ
て
も
こ
れ

こ
そ
私
の
歌
だ
と
誇
っ
た
に
違
い
な
い
「
四
首
の
歌
」
は
、
良
き
理
解
者
、
大

伴
家
持
に
よ
っ
て
巻
八
に
正
し
く
残
さ
れ
、
後
世
広
く
愛
諦
さ
れ
て
行
っ
た
の

で
あ
る
。

注
一
、
一
四
二
四
、
一
四
四
四
、
一
四
四
九
、
三
九
七
三
、
の
四
首
に
出
て

（10）



 
 
 
 
い
る
。

注
二
、
「
古
事
記
」
上
巻
の
木
花
之
佐
久
夜
回
売
の
話
を
始
め
と
し
て
、
神
、

 
 
 
 
天
皇
な
ど
が
乙
女
と
「
一
宿
為
婚
」
す
る
話
。

注
三
、
「
山
部
赤
人
」
（
「
萬
葉
集
大
成
」
9
）

注
四
、
拙
稿
「
日
本
文
学
研
究
」
第
十
四
集
「
山
部
赤
人
論
e
」

（11）

、

山
部
赤
人
論
⇔
 
一
「
赤
人
の
歌
四
首
」
に
つ
い
て
一

、


