
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学

日
本
文
化
研
究　

第
５
号　

抜
刷

令
和
三
年
二
月
二
十
八
日　

発
行

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

迢
空
短
歌
の
方
法

─
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収
「
夜
」
覚
書
─中　

西　

洋　

子
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は
じ
め
に

　

折
口
信
夫
・
釈
迢
空
の
第
一
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ注
１

』
は
、

一
九
〇
四
年
（
明
治
37
）
頃
よ
り
一
九
二
五
年
（
大
正
14
）
ま

で
の
作
品
六
九
一
首
を
逆
年
順
に
収
め
る
。 

作
者
十
七
歳
よ

り
三
十
八
歳
ま
で
の
ほ
ぼ
十
一
年
間
で
あ
る
。
こ
の
内
、
本
稿

で
採
り
あ
げ
る
大
正
十
年
の
条
（
三
十
四
首
）
に
編
集
さ
れ
て

い
る
「
夜
」
十
三
首
は
「
を
と
め
の
島
」
の
次
に
配
置
さ
れ
た

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

迢
空
短
歌
の
方
法

─
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収
「
夜
」
覚
書
─中

　
西
　
洋
　
子

作
で
、
後
続
の
「
午
後
」、「
友
よ
」
の
四
小
題
か
ら
な
っ
て
お

り
、制
作
順
で
は
後
半
に
（
編
集
順
で
は
前
半
）
に
位
置
す
る
。

ま
た
、「
を
と
め
の
島
」
は
同
年
七
、
八
月
最
初
の
沖
縄
採
訪

旅
行
の
折
の
作
品
で
あ
る
が
、「
夜
」
は
前
年
の
大
正
九
年
七

月
十
二
日
松
本
で
の
講
演
を
皮
切
り
に
、
信
州
・
遠
州
の
山
間

へ
の
民
間
伝
承
採
訪
旅
行
中
の
村
に
お
い
て
、
偶
々
見
聞
き
し

た
場
所
が
そ
の
舞
台
と
な
っ
て
お
り
、
作
品
化
さ
れ
た
の
が
翌
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十
年
で
あ
っ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
を
も
つ
。

　

大
正
九
年
の
折
口
に
関
す
る
主
な
出
来
事
お
よ
び
活
動
、
成

果
を
み
る
と
、
同
八
年
頃
よ
り
長
野
県
各
地
へ
の
講
演
旅
行
が

増
え
始
め
、
翌
九
年
も
ひ
き
続
き
行
わ
れ
た
。
即
ち
、
松
本
で

の
講
演
後
美
濃
の
大
井
に
入
り
、
岩
村
、
信
州
波
合
、
新
野
、

坂
部
、
山
住
、
杉
峯
、
京
丸
、
大
井
川
を
越
え
て
堀
之
内
、
静

岡
と
い
う
、ほ
ぼ
二
週
間
に
わ
た
る
採
訪
の
旅
で
あ
っ
た
。溯
っ

て
五
月
、「
茂
吉
へ
」
と
題
し
て
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
寄
稿
し
た

原
稿
が
没
と
な
る
事
件
が
あ
っ
た
。「
ア
ラ
ラ
ギ
」
を
退
会
す

る
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
九
月
、國
學
院
大
學
講
師（
専

任
、
翌
年
教
授
）
就
任
。
十
一
月
、
慶
応
義
塾
大
学
で
「
信
田

妻
の
話
」
を
講
演
し
、
十
二
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
國
學

院
大
學
郷
土
研
究
会
で
民
間
伝
承
学
を
講
義
す
る
。

　

歌
と
研
究
の
成
果
と
し
て
は
、一
月
、「
万
葉
人
の
生
活
」（「
ア

ラ
ラ
ギ
」）、
五
月
、「
妣
の
国
へ
・
常
世
へ
」、「
海
山
の
あ
ひ

だ
―
南
九
州
の
旅
に
」
三
十
八
首
（「
國
學
院
雑
誌
」）、「
し
み

の
棲
み
か
か
ら
」（「
ア
ラ
ラ
ギ
」）、
十
・
十
二
月
、「
異
訳
国

学
ひ
と
り
案
内
」、
十
二
月
・
翌
一
月
、「
零
時
日
記
」（「
國
學

院
雑
誌
」）。
こ
の
よ
う
に
民
間
伝
承
採
訪
や
講
演
、
講
義
に
加

え
、
執
筆
活
動
も
精
力
的
に
行
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
よ
う注
２

。「
夜
」
は
そ
の
よ
う
な
中
で
生
ま
れ
た

作
品
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
夜
」
に
続
く
旅
の
ル
ー
ト
を
辿
っ

て
い
け
ば
、大
正
十
一
年
の
「
遠
州
奥
領
家
」、大
正
十
二
年
「
供

養
塔
」「
木
地
屋
の
家
」
と
い
う
よ
う
に
、
迢
空
初
期
の
代
表

作
と
さ
れ
る
民
間
伝
承
に
根
ざ
し
た
独
自
の
作
品
世
界
が
展
開

さ
れ
て
ゆ
く
。
い
わ
ゆ
る
「
か
そ
け
さ
」「
ひ
そ
け
さ
」
の
歌

境
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
旅
の
入
り
口
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
一
九
一
四
年
（
大
正
14
）
に
始
ま
っ
た
第
一
次
世
界

大
戦
に
よ
る
シ
ベ
リ
ア
出
兵
や
、
国
内
各
地
で
起
き
る
米
騒
動

な
ど
、
社
会
情
勢
は
け
し
て
平
穏
で
は
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。

　

迢
空
の
実
践
し
た
民
俗
採
訪
の
旅
の
場
合
は
と
り
分
け
顕
著

で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
く
と
も
作
品
の
成
立
に
は
訪
れ
た
場
所

や
風
景
、
土
地
人
の
暮
ら
し
、
見
聞
き
し
た
事
柄
、
歴
史
な
ど

が
歌
の
材
料
に
採
択
さ
れ
る
の
は
き
わ
め
て
一
般
的
で
、
特
別

な
こ
と
で
は
け
し
て
な
い
。
問
題
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
作
品

と
し
て
効
果
的
に
仕
上
げ
る
か
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
右
の
よ

う
な
実
体
験
が
連
作
「
夜
」
に
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
、

諸
説
を
整
理
し
つ
つ
迢
空
短
歌
の
方
法
を
探
っ
て
い
こ
う
と
す

る
た
め
の
、
入
り
口
と
し
て
の
覚
え
書
で
あ
る
。
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一

　
　
「
夜
」
は
次
の
よ
う
な
詞
書
か
ら
始
ま
る注
３

。

下
伊
那
の
奥
、
矢
矧
川
の
峡カ
フ
チ野
に
、
海ウ
ミ

と
言
ふ
在
所
が

あ
る
。
家
三
軒
、
皆
、
県
道
に
向
い
て
居
る
。
中
に
、

一
人
の
翁
が
あ
る
。
何
時
頃
か
ら
か
狂
ひ
出
し
て
、
夜

で
も
昼
で
も
、
河
原
に
出
て
ゐ
る
。
色
々
の
形
の
石
を

拾
う
て
来
て
は
、
此
小コ

名ナ

の
両
境
に
並
べ
て
置
く
。
其
（
ソ
ノ
）

一
つ
ひ
と
つ
に
、
知
っ
た
限
り
の
聖
聚
の
姿
を
観
じ
て

居
る
の
だ
と
聞
い
た
。
ど
れ
を
何
仏
・
何
大
士
と
思
ひ

弁ワ
カ

つ
こ
と
の
出
来
る
の
は
、
其
翁
ば
か
り
で
あ
る
。

１　

な
が
き
夜
の　

ね
む
り
の
後
も
、
な
ほ
夜
な
る　

月

お
し
照
れ
り
。
河
原
菅
原

２　

川
原
の
樗ア
フ
チの
隈
の
繁シ

み
〳
〵
に
、
夜
ご
ゑ
の
鳥
は
、

い
寝
あ
ぐ
む
ら
し

３　

川
原
田
に
住マ

みマ

つ
ゝ
曇
る
月
の
色　

稲
の
花
香ガ

の
、

よ
ど
み
た
る
か
も

４　

か
の
見
ゆ
る
丘ヲ

根ネ

の
篶ス
ヽ

原ハ
ラ　

ひ
た
く
だ
り
に
、
さ
夜

風
お
だ
や
む　

月
夜
の
ひ
ゞ
き

５　

を
ち
か
た
に
、
水ミ
ナ

霧ギ
ラ

ひ
照
る
湍セ

の
あ
か
り　

龍リ
ユ
ウ
ニ
ヨ女の

か
げ　

群
れ
つ
ゝ
を
ど
る

６　

光
る
湍（
セ
）の　

其
処
に
つ
ど
は
す
三ミ

世ヨ

の
仏ホ
ト
ケ　

ま
じ
ら

ひ
が
た
き
現ウ
ツ

身ソ
ミ

。
わ
れ
は

７　

ひ
た
ぶ
る
に
月ツ
ク
ヨ夜
お
し
照
る
河
原
か
も
。
立
た
す
は　

薬
師
。
坐ヰ

る
は　

釈
迦
文モ

尼ニ

８　

湍
を
過
ぎ
て
、
淵
に
よ
ど
め
る
波
の
お
も
。
か
そ
け

き
音
も　

な
く
な
り
に
け
り

９　

時
あ
り
て　

渦ウ
ヅ

波ナ
ミ

お
こ
る
淵
の
お
も
。
何
お
と
も
な

き　

そ
の
め
ぐ
り
は
も

10　

う
づ
波
の
も
な
か　

穿ウ

け
た
り
。
見
る
〳
〵
に　

青
シ
ヤ
ウ

蓮レ
ン

華ゲ
エ

の
は
な　

咲
き
出
づ
ら
し

11　

水ミ
ナ

底ソ
コ

に
、
う
つ
そ
み
の
面
わ　

沈シ

透ヅ

き
見
ゆ
。
来
む

世
も
、
我
の　

寂
し
く
あ
ら
む

12　

川
霧
に
も
ろ
枝
翳サ

し
た
る
合ネ

歓ム

の
う
れ　

生
き
て
う

ご
め
く　

も
の
ゝ
け
は
ひ
あ
り

13　

合
歓
の
葉
の
深
き
ね
む
り
は
見
え
ね
ど
も
、
う
つ
そ

み
愛ヲ

し
き　

そ
の
香
た
ち
来
も

　

右
の
詞
書
に
あ
る
地
名
「
海
」
の
所
在
地
は
、
正
確
に
は
岐
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阜
県
恵
那
郡
（
現
在
恵
那
市
）
上
矢や

作は
ぎ

町
達
原
海
で
あ
る
。
こ

の
矢
作
川
を
挟
ん
で
対
岸
が
長
野
県
下
伊
那
郡（
現
在
伊
那
市
）

平
谷
村
に
あ
た
る
。
武
田
太
郎
が
訂
正
し
た
こ
の
地
を
自
身
で

採
訪
し
た
の
は
一
九
七
三
年
（
昭
48
）
三
月
で
あ
っ
た
。
詞
書

に
記
す
家
三
軒
と
い
う
の
は
、
小
椋
、
大
蔵
、
堀
家
で
あ
っ
た

が
、
武
田
の
採
訪
当
時
は
「
ど
れ
も
が
戸
を
固
く
閉
ざ
し
た
」

状
態
で
あ
っ
た
。狂
え
る
翁
と
は
大
蔵
竹
次
郎
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
堀
家
は
昭
和
三
十
八
年
の
災
害
に
よ
り
道
の
上
方
に
移

り
、
小
椋
家
は
里
に
下
っ
て
い
た
と
い
う注
４

。
同
年
七
月
、
藤
井

貞
和
が
武
田
に
伴
わ
れ
て
訪
れ
た
時
も
「
無
人
の
廃
墟
で
」
あ

り
、
堀
家
に
は
と
よ
の
が
一
人
住
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た注
５

。
そ

の
二
年
後
、
武
田
の
案
内
で
辺
見
じ
ゅ
ん
が
訪
れ
た
時
は
大
蔵

家
に
灯
が
灯
っ
て
お
り
、
堀
家
に
も
と
よ
の
が
住
ん
で
い
た
と

い
う注
６

。

　

二
〇
一
九
年
三
月
末
、
筆
者
が
仲
間
数
人
と
訪
れ
た
時
は
、

地
形
の
変
化
は
な
く
、
風
景
も
お
そ
ら
く
沿
道
（
国
道
四
一
八

号
）
の
建
物
や
上
村
発
電
所
が
新
し
く
出
来
て
い
る
程
度
で
、

川
原
の
幅
や
水
量
な
ど
に
は
多
少
の
変
化
が
見
ら
れ
た
と
し
て

も
、
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
し

か
し
、「
夜
」
十
三
首
の
取
材
場
所
を
知
る
手
が
か
り
と
い
え

ば
、
戸
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
の
堀
家
の
家
屋
と
裏
に
立
つ
墓
石
、

そ
れ
に
隣
あ
っ
て
現
在
は
よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
庭
園
の
中
に
建

つ
「
株
式
会
社
寿
工
業
寮
」
の
瀟
洒
な
た
た
ず
ま
い
と
、
そ
の

敷
地
内
に
建
つ
竹
次
郎
の
記
念
碑
、
青
龍
大
神
碑
な
ど
が
わ
ず

か
に
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
当
主
寿
工
業
社

長
の
渡
邊
寿
則
氏
の
話
に
よ
る
と
、
竹
次
郎
の
血
縁
に
繋
が
る

老
婆
か
ら
こ
の
土
地
を
買
い
求
め
た
と
い
う
。
竹
次
郎
の
記
念

碑
「
勲
八
等
大
蔵
竹
次
郎
」
の
裏
面
に
は
「
大
正
十
二
年
十
月　

嗣
大
蔵
才
一
郎
建
之
」
と
あ
る
。

　

道
路
を
隔
て
た
矢
作
川
の
河
原
に
降
り
よ
う
と
し
た
が
、
現

在
は
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
岸
辺
の
中
ほ
ど
ま

で
降
り
て
み
る
と
、
流
れ
を
挟
ん
で
ど
こ
ま
で
も
続
く
真
昼
の

川
原
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
狂
え
る
翁
が
石

を
積
ん
だ
と
い
う
情
景
や
雰
囲
気
は
充
分
想
像
で
き
た
の
で
あ

る注
７

。
し
か
し
、
こ
こ
に
月
夜
の
川
原
を
設
定
す
る
と
、
凄
さ
が

加
わ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
異
界
で
あ
っ
た
。
大
蔵
家
は
小
椋
家

と
と
も
に
木
地
屋
職
で
あ
っ
た
が
、
竹
次
郎
の
頃
は
木
樵
、
炭

焼
き
、
養
蚕
な
ど
で
生
計
を
立
て
て
い
た
。
狂
っ
た
原
因
は
一

枚
の
債
券
が
当
選
し
て
大
金
が
入
り
、
一
夜
に
し
て
耕
地
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
、
夢
の
よ
う
な
幸
運
で
あ
っ
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た
。「
僅
か
一
円
が
百
円
に
、
幸
運
の
陶
酔
が
、
山
の
民
を
狂

わ
せ
る
に
充
分
だ
っ
た
よ
う
だ
」
と
武
田
は
述
べ
て
い
る注
８

。
他

方
で
は
娘
の
ゆ
き
も
後
に
狂
死
し
た
と
聞
い
て
い
る
か
ら
、
そ

う
し
た
血
筋
の
家
系
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

迢
空
は
こ
の
連
作
に
つ
い
て
「
自
歌
自
注
」
に注
９

、「
夜
の
連

作
は
、
思
ひ
が
け
な
く
出
来
た
も
の
だ
し
、
そ
れ
か
ら
前
に
も

言
つ
た
、
先
輩
歌
人
達
が
、
法
悦
境
に
お
け
る
歌
と
い
つ
た
も

の
か
ら
、
素
質
に
お
い
て
、
い
く
ら
か
脱
却
し
た
處
が
あ
つ
た

の
で
、
得
意
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
、
今
言
つ
た
自
由

と
不
自
由
が
同
時
に
起
つ
て
、
私
を
か
ら
め
あ
げ
た
處
が
残
つ

て
ゐ
る
。
法
悦
歌
と
違
ふ
處
は
、
―
―
そ
れ
が
よ
い
か
悪
い
か

は
別
と
し
て
、
抒
情
的
と
言
ふ
よ
り
、
叙
事
の
傾
向
に
向
い
て

を
つ
た
事
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
思
い
が
け
な
く
出
来
た

も
の
で
あ
り
、
先
輩
歌
人
達
の
法
悦
境
に
お
け
る
歌
か
ら
脱
却

し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
得
意
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
す
る
、
自
信
作
で
あ
っ
た
。
気
の
狂
れ
た
老
人
が
夜
昼
と
な

く
川
原
に
下
り
て
、
小
石
の
形
に
聖
聚
を
観
じ
て
い
る
と
い
う

話
に
強
く
心
を
動
か
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
短
い
文
章
の
中

に
連
作
、
法
悦
歌
、
抒
情
詩
と
叙
事
詩
な
ど
の
歌
の
問
題
が
詰

ま
っ
て
お
り
、
ど
れ
一
つ
を
取
り
上
げ
て
も
短
歌
お
よ
び
短
歌

史
上
の
大
き
な
問
題
で
な
い
も
の
は
な
い
。

　

し
か
し
こ
こ
で
は
作
品
に
即
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
先
ず

作
品
の
生
ま
れ
る
動
機
に
つ
い
て
の
諸
説
を
挙
げ
る
と
、

…
…
海
を
採
訪
し
た
折
口
が
、
狂
者
と
遭
遇
し
た
瞬
間
に

か
れ
の
民
俗
的
開
眼
を
は
た
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

狂
者
の
呟
き
が
素
直
に
伝
え
る
世
界
は
、
土
俗
の
三
界
霊

魂
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

…
…
た
だ
感
じ
と
る
ほ
う
の
折
口
に
当
然
の
こ
と
だ
が
素

養
が
あ
っ
て
、
折
口
の
古
代
へ
飛
翔
す
る
想
像
力
が
働
い

た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ注1
注

。
…
…

　

海
を
採
訪
し
た
折
口
が
狂
者
と
遭
遇
し
た
こ
と
が
民
俗
的
開

眼
を
果
た
し
、
古
代
へ
飛
翔
す
る
想
像
力
を
働
か
せ
た
の
だ
、

と
武
田
は
述
べ
る
。
ま
た
、

小
林
謹
一
宛
は
が
き
（
筆
者
注
・
旧
折
口
全
集
第
31
巻
）

を
み
て
も
、
折
口
が
こ
こ
海
の
在
に
行
き
暮
れ
て
一
泊
し

た
と
み
る
べ
き
形
跡
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
「
夜
」
は
幻

想
の
夜
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
人
の
狂
気
を
、
幻
想
の
夜
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の
た
め
に
、
単
に
作
歌
の
素
材
と
な
し
た
、
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
老
人
の
狂
気
に
参
入
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も

狂
気
の
世
界
に
な
っ
て
う
た
っ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で

も
さ
ら
さ
ら
な
い
。

　
「
夜
」
は
幻
想
の
夜
で
あ
る
こ
と
。
老
人
の
狂
気
は
作
歌
の

た
め
の
素
材
で
は
な
く
、
そ
の
狂
気
に
参
入
し
な
が
ら
も
そ
の

世
界
に
入
り
込
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
と
藤
井
は
い
う注注
注

。

さ
ら
に
、
武
田
の
「
…
…
狂
者
と
遭
遇
し
た
折
口
が
狂
と
対
話

を
も
っ
た
瞬
間
、
か
れ
も
異
常
体
験
を
は
た
し
た
と
い
っ
て
よ

い
」を
引
用
し
つ
つ
、民
俗
の
狂
の
部
分
と
の
行
き
逢
い
が
あ
っ

た
こ
と
、「
夜
と
は
、
素
材
と
し
て
の
夜
で
は
な
い
の
で
、
折

口
の
幻
想
力
を
つ
き
ぬ
け
て
、
民
俗
生
活
を
襲
う
夜
な
の
で
あ

り
、そ
れ
と
の
行
き
逢
い
の
衝
撃
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
論
じ
る
。

　

迢
空
の
連
作
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
全
歌
集
中
に
多
く
み

ら
れ
る
。
そ
の
大
方
は
旅
の
作
品
だ
が
、
群
作
と
も
区
別
の
付

け
が
た
い
場
合
も
多
い
。「
自
歌
自
注
」（
以
下
「
自
注
」）
に

よ
れ
ば
、「
遠
州
奥
領
家
」は
連
作
と
も
群
作
と
も
受
け
取
ら
れ
、

先
に
挙
げ
た
「
供
養
塔
」「
木
地
屋
の
家
」
の
二
作
は
連
作
だ

と
断
っ
て
い
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
（
新
『
折
口
全
集
』
解

題
で
は
連
作
と
す
る
）。
従
っ
て
全
体
的
に
は
連
作
の
占
め
る

割
合
は
他
の
群
を
抜
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。　

　

今
日
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
連
作
と
は
、
複
数
の
作
品

を
並
べ
る
こ
と
に
よ
り
一
首
ず
つ
で
は
不
可
能
な
主
題
の
展
開

を
は
か
る
作
歌
法
と
さ
れ
る
。
そ
の
効
用
は
数
首
ま
と
ま
る
こ

と
で
複
雑
な
背
景
が
伝
え
ら
れ
、
前
後
の
歌
と
の
響
き
合
い
に

よ
り
一
首
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
味
わ
い
が
得
ら
れ
る
。反
面
、

背
景
を
説
明
す
る
た
め
の
詞
書
的
な
作
や
連
作
の
中
で
し
か
理

解
さ
れ
な
い
場
合
も
生
じ
る注1
注

。
こ
う
し
た
基
本
的
な
理
解
の
上

で
進
め
よ
う
と
思
う
。

　

先
ず
「
夜
」
を
読
ん
で
気
付
く
こ
と
は
詞
書
の
果
た
す
役
割

が
少
な
く
な
い
点
で
あ
る
。
詞
書
は
、
迢
空
が
現
場
に
居
あ
わ

せ
た
と
も
と
れ
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
が
、
狂
え
る
翁
の
川

原
に
出
て
い
る
姿
を
実
際
に
目
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ

く
ま
で
も
聞
い
た
話
、
伝
聞
で
あ
っ
た
。
空
想
的
と
も
夢
幻
的

と
も
い
わ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
迢
空
作
品
の

生
ま
れ
る
一
つ
の
方
法
が
認
め
ら
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　
二

　

で
は
、
十
三
首
は
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
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い
る
だ
ろ
う
か
。山
本
健
吉
は
こ
れ
を
、序（
四
首
）、破（
六
首
）、

急
（
三
首
）
に
分
け
、
序
は
夜
の
川
原
の
叙
景
、
破
は
老
人
の

幻
想
に
顕
れ
て
く
る
景
色
、
急
は
我
に
か
え
っ
た
作
者
自
身
の

感
慨
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る注1
注

。
適
切
な
分
け
方
で
あ
ろ
う
。

迢
空
自
身
は
こ
の
内
一
、
二
、
六
、
八
、
九
、
十
、
十
一
、
十

二
首
目
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、山
本
は
一
、二
、六
、十
一
、

十
二
、
十
三
首
目
の
六
首
に
注
目
し
、「
自
注
」
を
引
用
し
な

が
ら
一
首
ご
と
に
語
句
を
は
じ
め
細
部
に
分
け
入
り
、
詳
細
な

鑑
賞
を
展
開
し
て
い
る
。
更
に
、
迢
空
が
高
市
黑
人
の
歌
に
愛

着
を
示
し
た
理
由
―
―
そ
の
観
照
態
度
に
及
ぶ
と
い
う
、
行
き

届
い
た
読
み
を
提
示
し
た
。

　

右
の
構
成
に
従
え
ば
、
先
ず
冒
頭
の
１
番
歌
「
な
が
き
夜
の　

ね
む
り
の
後
も
、
な
ほ
夜
な
る　

月
お
し
照
れ
り
。
河
原
菅

原
」
に
つ
い
て
山
本
は
「
自
注
」
と
と
も
に
、
仏
教
語
の
「
長

夜
」
を
解
説
し
な
が
ら
、「
長
夜
の
眠
り
も
、
押
し
て
る
月
も
、

現
実
を
蔽
う
ヴ
ェ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
を
か
ら
ま
せ
て
い
る
」

と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

私
は
「
な
が
き
夜
の　

ね
む
り
の
後
も
、
な
ほ
夜
な
る
」

と
い
う
詩
句
に
、
人
を
果
て
し
の
な
い
闇
に
引
き
ず
り
こ

ん
で
ゆ
く
よ
う
な
調
子
を
感
じ
取
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ

の
連
作
「
夜
」
の
主
題
を
、
冒
頭
に
お
い
て
ま
ず
提
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
。
迢
空
は
こ
の
上
三
句
を
「
私
だ
け
の
技
巧
で
あ
る
」
と
し

た
が
、
下
句
の
「
月
お
し
照
れ
り
」
も
や
は
り
現
実
で
は
な
い

設
定
な
の
で
あ
ろ
う
。「
川
原
菅
原
」だ
け
が
実
景
で
あ
る
。「
自

歌
自
注
」
に
は
「
も
う
川
原
菅
原
に
な
る
と
（
四
句
ま
で
の
気

分
が
）
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
…
…
現
実
感
だ
け
が
残
る

こ
と
に
な
っ
た
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
武
田
は

ぼ
く
は
折
口
の
い
う
現
実
感
の
ほ
う
を
、
現
場
か
ら
感
じ

と
る
方
に
加
担
し
た
い
と
思
う
。
醒
め
た
意
識
を
折
口
に

発
見
し
て
感
動
す
る
か
ら
で
あ
っ
た注1
注

。

と
述
べ
て
い
る
。現
場
を
歩
い
た
か
ら
こ
そ
の
実
感
で
あ
ろ
う
。

現
実
感
を
伴
う
実
景
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
風
景
も
ま
た
四
句

ま
で
の
気
分
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
読
み
た
い
。

　

ま
た
２
番
歌
に
関
し
て
は
、こ
の
連
作
の
最
初
の
題
名
が「
夜

ご
ゑ
」（
大
正
十
年
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
四
月
号
）
で
あ
っ
た
こ
と
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か
ら
、
赤
人
の
「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
楸ひ
さ
ぎ生
ふ
る
清

き
川
原
に
千
鳥
し
ば
鳴
く
」（
万
葉
集
巻
六
・
九
二
五
）
を
意

識
し
た
作
で
あ
ろ
う
と
し
た
。「
楸
生
ふ
る
川
原
」
と
同
様
「
川

原
の
樗
の
隈
の
繁
み
〳
〵
に
」
昼
間
見
た
川
原
の
印
象
を
甦
ら

せ
、
寝
あ
ぐ
む
鳥
を
想
像
し
な
が
ら
、
寝
あ
ぐ
む
自
分
の
心
を

鎮
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
旅
の
夜
の
鎮
魂
歌
だ
と
。
さ

ら
に
、
最
後
の
13
番
歌
の
合
歓
の
葉
の
眠
り
を
詠
み
な
が
ら
、

自
分
の
身
の
反
省
に
戻
っ
て
く
る
「
眠
り
」
の
歌
が
、
冒
頭
の

「
な
が
き
夜
の
眠
り
」
と
照
応
す
る
点
を
指
摘
し
、「
夜
」
と
い

う
主
題
に
は
「
夜
ご
ゑ
」
を
聴
き
す
ま
す
歌
で
あ
り
、「
眠
り
」

の
歌
で
も
あ
る
と
、
主
題
の
問
題
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
夜
」
の
小
題
を
も
つ
作
品
は
翌
々
年
の
大
正
十
三

年
に
も
六
首
の
連
作
と
し
て
見
ら
れ
る
。三
首
を
抄
出
す
れ
ば
、

啼
き
倦（
ウ
）み
て　

声
や
め
ぬ
ら
し
。
鴉
（
カ
ラ
ス
）の
止ス
マ

へ
る
木
は
、
お

ぼ
ろ
に
な
れ
り

山
の
霧
い
や
明
り
つ
　ゝ

鴉
の　

唯
ひ
と
声
は
、
大
き
か

り
け
り

鴉
棲ヰ

る
梢　

わ
か
れ
ず
な
り
に
け
り
。
山
の
夜
霧
は
あ
か

る
け
れ
ど
も

な
ど
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
鴉
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
夜
ご
ゑ

の
鳥
」
で
あ
る
。
夜
に
鳴
く
鴉
の
声
は
一
般
的
に
は
不
気
味
な

印
象
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
の
夜
の
心
細
さ
の

中
に
あ
っ
て
聞
こ
え
る
鴉
に
は
、
そ
の
暗
闇
を
共
有
す
る
生
き

も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
親
し
さ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
受

け
と
れ
る
。

　

主
題
「
夜
」
に
つ
い
て
は
、先
に
も
示
し
た
藤
井
の
い
う
「
素

材
と
し
て
の
夜
で
は
な
く
、
民
俗
生
活
を
襲
う
夜
」
で
あ
る
と

す
る
見
方
が
あ
っ
た
。
一
九
七
四
年
（
昭
49
）
七
月
、
訪
れ
た

阿
南
町
和わ

合ご
う

の
念
仏
踊
り
の
「
夜
」
に
関
連
し
て
、「
祭
、踊
り
、

そ
れ
は
狂
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
狂
う
こ
と
で
生
活
の
節
目
を
表

現
し
て
ゆ
く
。
民
俗
生
活
そ
の
も
の
の
狂
い
を
、
祭
、
踊
り
に

発
散
さ
せ
る
の
だ
」
と
い
い
、
こ
の
発
散
を
失
え
ば
わ
れ
わ
れ

は
孤
り
ひ
と
り
の
狂
い
を
引
き
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
も
な
る
、と
。
精
霊
を
迎
え
て
念
仏
踊
り
を
す
る
の
と
同
様
、

翁
は
聖
衆
た
ち
を
迎
え
て
石
を
積
む
の
だ
と
述
べ
る
。
独
り
の

祭
で
あ
る
。
民
俗
学
的
立
場
か
ら
「
夜
」
を
追
求
し
た
見
方
で

あ
っ
た
。

　

山
本
の
い
わ
ば
文
芸
的
観
点
と
、
現
地
を
採
訪
し
た
武
田
の

「
夜
」
へ
の
詩
的
考
察
、
同
じ
く
藤
井
の
民
俗
的
観
点
な
ど
を



迢空短歌の方法87

も
っ
て
あ
ら
た
め
て
作
品
に
接
す
る
時
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た

迢
空
の
方
法
の
、
重
層
し
た
作
品
の
奥
深
さ
に
気
付
か
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
山
本
は
狂
え

る
翁
を
詠
ん
だ
６
番
歌
に
つ
い
て
は
採
る
作
と
し
な
が
ら
、
何

も
触
れ
て
い
な
い
点
が
興
味
深
い
。

　

５
番
歌
は
、
水
し
ぶ
き
の
た
つ
湍
に
群
れ
な
が
ら
踊
る
龍
女

の
姿
を
幻
想
し
た
も
の
。
こ
の
辺
り
を
歩
い
た
と
き
、
水
神
を

祀
る
碑
を
時
折
見
か
け
た
。
大
蔵
家
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
寿

工
業
寮
の
庭
内
に
は
水
の
神
で
あ
る
青
龍
大
神
の
大
き
な
碑
が

道
路
に
向
っ
て
建
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
迢
空
も
見
た
の
で
あ

ろ
う
。
素
材
は
多
分
こ
れ
に
因
る
。
山
本
の
い
う
破
に
当
た
る

展
開
部
の
、
動
き
と
華
や
ぎ
を
も
っ
た
歌
と
し
て
最
初
に
位
置

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

続
く
６
番
歌
と
７
番
歌
に
登
場
す
る
の
は
狂
え
る
翁
大
蔵
竹

次
郎
で
あ
る
。
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
川
原
の
、
翁
が
積
み
上
げ

た
石
に
集
う
の
は
三
世
の
仏
た
ち
、
聖
衆
。
あ
そ
こ
に
は
薬
師

如
来
が
立
ち
、
こ
ち
ら
に
は
釈
迦
牟
尼
が
、
向
こ
う
に
は
阿
弥

陀
仏
…
。
そ
れ
を
見
分
け
ら
れ
る
の
は
翁
ひ
と
り
だ
け
だ
と
い

う
。
そ
の
中
に
交
わ
じ
る
こ
と
は
こ
の
身
に
は
と
て
も
で
き
そ

う
に
な
い
、
と
嘆
く
。
翁
自
身
の
立
場
で
つ
ぶ
や
い
た
言
葉
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
迢
空
自
身
の
言
葉
で
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
川
原
に
石
を
積
む
行
為
は
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
に
由
来

す
る
賽
の
河
原
に
見
ら
れ
る
民
俗
（
俗
信
）
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
聖
聚
の
登
場
と
い
う
設
定
は
あ
ま
り
に
も
よ
く
出
来
す
ぎ

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
迢
空
は
狂
え
る
翁
に
会
っ
て
は
い

な
い
。
あ
く
ま
で
も
海
の
村
人
に
聞
い
た
話
で
あ
っ
た
。
狂
っ

た
老
人
が
い
て
昼
も
夜
も
川
原
に
下
り
て
石
を
積
ん
で
い
る
、

と
い
う
そ
の
点
だ
け
が
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
迢
空

の
詩
心
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
っ
た
の
だ
っ
た
が
、
薬
師
や
釈
迦
牟

尼
の
姿
を
観
じ
て
い
る
と
す
る
の
は
も
し
か
し
て
迢
空
の
虚

構
、空
想
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
は
行
き
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

　
「
自
注
」
に
は
「
そ
れ
（
聖
衆
た
ち
）
を
眼
に
見
な
が
ら
、

そ
の
仲
間
に
這
入
っ
て
い
け
な
い
自
分
の
さ
び
し
さ
、
と
い
ふ

よ
り
、
人
間
の
不
完
全
さ
、
さ
う
い
ふ
幻
想
め
い
た
言
ひ
方
の

歌
を
作
ら
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、」と
述
べ
て
い
る
。「
幻

想
め
い
た
言
ひ
方
の
歌
」
に
そ
の
示
唆
す
る
部
分
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。「
ま
じ
ら
ひ
が
た
き
」
身
で
あ
り
な
が
ら
、
藤
井
の

先
述
し
た
よ
う
に
、
迢
空
自
身
も
こ
の
狂
の
領
域
に
足
を
踏
み

入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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…
…
狂
っ
た
翁
の
想
念
の
中
に
、
迢
空
自
身
、
や
す
や
す

と
の
め
り
こ
ん
で
い
る
。つ
ま
り
そ
れ
は
、一
般
に
は
狂
っ

た
想
念
に
し
か
浮
か
ば
ぬ
と
認
識
さ
れ
る
幻
影
を
、
う
つ

つ
の
迢
空
が
、
見
う
る
こ
と
で
あ
り
、
見
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
狂
い
は
文
学
的
に
昇
化
さ
れ

て
、
…
…

と
述
べ
る
岩
田
正
の
論
考
も
挙
げ
て
お
こ
う注1
注

。
翁
に
成
り
代

わ
っ
て
認
識
し
た
迢
空
の
幻
影
で
あ
り
、（
翁
の
想
念
の
中
に
）

の
め
り
込
ん
で
い
な
が
ら
、
そ
の
自
分
を
客
観
視
す
る
も
う
一

人
の
迢
空
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
連
作

の
世
界
を
常
世
（
常
夜
）
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
も
述
べ

た
。
題
名
に
繋
が
る
と
ら
え
方
の
一
つ
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
翁
は
迢
空
自
身
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
ま
じ

ら
ひ
が
た
き
」
点
に
、
翁
に
は
な
り
切
れ
な
い
近
代
の
覚
め
た

迢
空
が
存
在
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　

10
番
歌
の
「
青
蓮
華
」
は
仏
の
眼
に
た
と
え
ら
れ
る
青
い
蓮

の
花
。
ほ
っ
か
り
空
い
た
う
ず
波
の
中
心
か
ら
咲
き
出
た
と
す

る
神
秘
的
、
幻
想
的
な
発
想
で
あ
る
。
５
番
歌
の
踊
る
龍
女
の

群
と
同
発
想
の
、
聖
衆
に
関
連
し
た
聖
な
る
場
所
を
彩
る
素
材

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
法
悦
歌
的
雰
囲
気
を
醸
し

出
す
た
め
の
大
切
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
一
首
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
安
藤
礼
治
は
、

…
… 

折
口
の
古
代
学
に
お
い
て
、「
翁
」
は
天
と
地
を
一

つ
に
つ
な
ぐ
マ
レ
ビ
ト
の
典
型
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
一
連
の
短
歌
は
マ
レ
ビ
ト
に
よ
る
時
間
と
空
間
の
刷

新
を
も
表
現
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

…
…
折
口
が
そ
の
集
落
を
訪
れ
た
の
は
夜
で
は
な
く
昼
の

こ
と
で
あ
る
。
折
口
は
「
夜
」
の
連
作
で
、
現
実
と
虚
構

を
、
光
と
闇
を
昼
と
夜
を
、
創
作
と
研
究
を
、
一
つ
に
む

す
び
合
わ
せ
て
い
た
の
だ
。

…
…
想
像
力
に
よ
っ
て
創
り
上
げ
ら
れ
た
虚
構
の
花
か

ら
、
表
現
世
界
と
い
う
も
う
一
つ
の
現
実
を
産
み
落
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、
翁
に
マ
レ
ビ
ト
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
時
間
と
空

間
の
刷
新
、
言
う
な
ら
ば
夜
の
川
原
に
お
け
る
翁
、
を
表
現
し

た
も
の
と
と
ら
え
た
。
そ
の
上
で
連
作
全
体
の
も
つ
虚
構
性
と

表
現
世
界
の
問
題
を
指
摘
し
、
ま
た
迢
空
的
作
歌
方
法
に
も
及
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ん
で
い
る注1
注

。

　
三

　

11
番
歌
「
水ミ
ナ

底ソ
コ

に
、
う
つ
そ
み
の
面
わ　

沈シ

透ヅ

き
見
ゆ
。
来

む
世
も
、
我
の　

寂
し
く
あ
ら
む
」
は
、
一
連
の
中
で
多
く
の

注
目
を
集
め
て
き
た
作
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
12
、
13
番
歌
と

と
も
に
我
に
返
っ
た
作
者
自
身
の
感
慨
で
あ
る
と
山
本
は
述
べ

て
い
た
。

　
『
迢
空
短
歌
の
読
み
方
―
迢
空
百
歌
輪
講
Ⅰ
―
』
に
よ
れ
ば注1
注

、

…
…｢

夜
」
の
、幻
想
の
世
界
を
構
築
す
る
一
連
か
ら
は
、

自
立
し
た
作
品
。
あ
た
か
も
こ
の
一
首
の
た
め
に
、
他
の

作
品
を
据
え
た
か
と
思
う
ほ
ど
。 
（
畠
山
英
治
）

…
…
う
た
に
詠
ま
れ
て
い
る
《
我
》
は
「
夜
」
連
作
の
詞

書
に
み
え
る
海
の
在
の
翁
自
身
の
〝
わ
れ
〟
で
は
な
い
の

か
。
…
…
迢
空
と
い
う
近
代
は
「
我
」
＝
作
者
だ
と
い
う

こ
と
で
よ
い
の
か
。 

（
藤
井
貞
和
）

…
…
迢
空
は
海
で
の
夜
を
知
ら
な
い
。
連
作
「
夜
」
は
虚

構
。
…
…
狂
っ
た
翁
も
村
人
か
ら
の
伝
聞
、
虚
構
。
と
す

る
と
、一
首
の
「
わ
れ
」
に
は
迢
空
と
翁
と
が
交
錯
す
る
。

…
… 

（
成
瀬
有
）

…
…
能
で
い
う
と
こ
ろ
の
水
鏡
の
型
を
思
わ
せ
る
動
作
。

…
…
作
者
は
諸
国
一
見
の
僧
＝
ワ
キ
の
お
も
む
き
な
が

ら
、
こ
の
一
首
に
至
っ
て
シ
テ
に
作
者
そ
の
人
が
重
な
っ

て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
…
… 

（
一
ノ
関
忠
人
）

　

輪
講
の
メ
ン
バ
ー
は
こ
の
四
人
の
他
に
奈
良
橋
善
司
が
加
わ

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
お
お
よ
そ
前
評
（
畠
山
）
に
賛
同
し

た
い
と
思
う
」
と
し
、「『
自
注
』
で
い
う
『
自
然
な
動
機
か
ら

出
て
い
る
』
作
」
と
お
ぼ
し
き
作
品
を
参
考
と
し
て
最
終
歌
集

か
ら
二
首
挙
げ
て
い
る
。
畠
山
は
上
句
「
う
つ
そ
み
の
面
わ　

沈
透
き
見
ゆ
。」
に
、
自
己
の
客
観
視
な
ど
と
い
う
も
の
よ
り

は
る
か
に
冷
徹
な
別
の
次
元
の
こ
と
、
今
ま
で
生
き
て
来
て
端

無
く
も
漏
ら
し
た
呻
き
で
あ
り
、
人
智
を
超
え
た
も
の
に
示
さ

れ
た
己
の
本
性
で
あ
る
。
と
独
立
し
た
一
首
と
し
て
の
読
み
を

示
し
た
。
ま
た
、「
我
」を
詞
書
の
翁
と
す
る
藤
井
は
近
代
歌
人
、

現
代
歌
人
の
多
く
が
「
我
」
を
詠
み
手
そ
の
人
で
あ
り
、
そ
の

詠
み
手
を
作
り
手
の
自
己
に
重
ね
て
受
け
取
る
こ
と
に
疑
問
を

投
げ
か
け
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
成
瀬
は
茂
吉
た
ち
が
理
想
と
し
た
苦
悩
の
果
て
に
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光
明
を
現
出
す
る
従
来
の
法
悦
歌
を
脱
し
た
、
光
明
を
願
わ
ぬ

法
悦
歌
で
あ
る
と
い
い
、
光
仁
紀
（
正
し
く
は
続
日
本
紀
）
な

ど
に
見
え
る
復
活
、
再
生
に
関
わ
る
「
し
づ
く
」
の
語
と
と
も

に
孤
独
に
病
む
近
代
人
の
心
を
表
す
響
き
と
な
っ
た
、
と
述
べ

た
。
一
ノ
関
は
初
め
に
「
連
作
の
中
で
読
む
べ
き
一
首
」
と
述

べ
、「
そ
の
顔
は
来
世
を
見
と
お
す
翁
の
顔
で
あ
り
、
そ
こ
に

作
者
の
顔
が
重
な
っ
て
く
る
」
と
し
て
成
瀬
と
等
し
い
読
み
を

示
し
た
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
五
人
の
内
畠
山
と
奈
良
橋
の
二
人
が
一
連
か

ら
自
立
し
た
作
品
と
し
、
藤
井
、
成
瀬
、
一
ノ
関
の
三
人
が
連

作
の
中
で
と
ら
え
た
読
み
方
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
畠
山
と
奈
良

橋
の
読
み
で
は
「
我
」
は
作
者
自
身
で
あ
り
、
藤
井
は
措
く
と

し
て
、
成
瀬
、
一
ノ
関
の
読
み
で
は
翁
と
二
重
写
し
に
な
る
作

者
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
古
語
「
し
づ
く
」
に
関
し

て
は
、
既
に
山
本
に
光
仁
前
紀
（
童
謡
）
と
万
葉
集
（
主
に
巻

七
）の
用
例
を
掲
げ
な
が
ら
の
考
察
が
あ
る
。
そ
れ
が
必
ず「
白

玉
」
に
か
か
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
魂
、
つ
ま
り
迢
空
は
霊

的
な
も
の
を
感
じ
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。
水
底
に
沈
ん
で
い
る
自

分
の
面
わ
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
別
の
自
分
、
黄
泉
か
ら
や
っ

て
来
た
よ
う
な
暗
い
異
相
の
自
分
が
、
現
実
の
自
分
を
呼
ん
で

い
る
。
と
考
え
た
の
で
あ
る注1
注

。
山
本
は
こ
の
一
首
を
連
作
の
中

で
と
ら
え
て
お
り
、
独
立
歌
と
は
み
て
い
な
い
が
、
翁
と
重
ね

た
読
み
方
も
し
て
い
な
い
。
迢
空
自
身
の
作
品
と
し
て
の
読
み

で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
岡
野
弘
彦
に
よ
れ
ば
、

…
…
こ
の
歌
な
ど
は
連
作
か
ら
離
し
て
見
て
も
、
十
分
独

立
し
た
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
叙
事
的
な
連
作
を
作
っ
て

い
る
う
ち
に
、
盛
り
上
が
っ
て
き
た
作
者
の
心
が
、
い
つ

の
間
に
か
連
作
の
計
画
か
ら
抜
け
出
し
て
、
自
然
に
自
身

の
心
の
底
を
に
じ
み
出
さ
せ
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
感
じ

の
す
る
歌
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、
連
作
歌
で
あ
り
な
が
ら
独
立
し
た
価
値
を
も
つ
歌

と
と
ら
え
た注1
注

。
ま
た
、
こ
の
一
首
と
そ
の
前
の
10
番
歌
「
う
づ

波
の
も
な
か
～
」
と
を
挙
げ
て
こ
の
よ
う
に
も
い
う
。「
私
を

前
に
座
ら
せ
て
こ
の
一
連
の
歌
の
心
を
説
い
て
い
る
迢
空
が
、

そ
の
ま
ま
作
中
の
老
人
で
あ
っ
て
、
私
に
そ
の
胸
の
底
を
つ
ぶ

つ
ぶ
と
語
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
」
と11
注

。
口
述
筆
記

の
折
に
受
け
た
印
象
と
し
て
、
こ
こ
で
は
両
者
を
重
ね
た
見
方
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を
示
し
て
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
連
作
中
の
一
首
と
し
て
と
ら

え
、「
我
」
は
翁
で
も
あ
り
迢
空
自
身
で
も
あ
る
と
考
え
た
い
。

翁
の
狂
を
出
入
り
す
る
迢
空
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
一
方
と
す
る

よ
り
も
、
鑑
賞
に
幅
と
奥
行
き
が
生
ま
れ
、
よ
り
味
わ
い
深
く

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
連
末
尾
の
二
首
12
、13
番
歌
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。

13
番
歌
に
つ
い
て
「
自
注
」
に
は
「
合
歓
の
木
の
立
ち
む
ら
が

つ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
葉
が
深
く
閉
し
て
、
ね
て
ゐ
る
に
違

ひ
な
い
。
そ
れ
は
見
え
ぬ
が
、
心
は
深
く
知
つ
て
ゐ
る
。
そ
の

心
に
ふ
れ
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
、
人
間
と
し
て
わ
が
身
を
ふ

り
か
へ
り
み
さ
せ
る
こ
の
合
歓
の
匂
ひ
で
あ
る
」
と
あ
る
。
岡

野
は
「
上
の
句
か
ら
下
の
句
へ
の
つ
づ
き
方
は
、
極
め
て
自
然

で
、
特
殊
な
宗
教
的
題
材
を
詠
ん
だ
連
作
の
と
じ
め
を
つ
け
て

い
る
一
首
と
し
て
の
深
味
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
い1注
注

、
山
本
は

「
合
歓
の
葉
の
ね
む
り
を
詠
み
な
が
ら
、
結
局
は
自
分
の
身
の

反
省
に
戻
っ
て
く
る
」
と
述
べ
て
、
冒
頭
の
「
な
が
き
夜
の
ね

む
り
」と
首
尾
呼
応
を
示
し
た
も
の
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、「
夜
」

と
い
う
主
題
は
、「
夜
ご
ゑ
」
を
聴
き
す
ま
す
歌
で
あ
る
と
と

も
に
、「
眠
り
」
の
歌
で
も
あ
る
ら
し
い
と
、
主
題
の
理
由
に

及
ん
で
い
る11
注

。
他
に
、
合
歓
の
花
（
歌
で
は
葉
）
は
５
番
歌
の

龍
女
の
幻
影
と
す
る
見
方
も
あ
っ
た11

注

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
合
歓
の
木
も
現
実
に
見
た
も
の
で
は
な
く

迢
空
が
用
意
し
た
虚
構
の
一
つ
だ
ろ
う
か
。「
自
注
」に
、「
…
…

ま
う
一
首
…
…
合
歓
の
歌
（
12
番
歌
）
が
あ
っ
て
、
し
か
も
始

終
ほ
か
の
歌
と
は
別
に
、
詠
ん
だ
り
み
た
り
す
る
事
が
多
い
の

で
、別
の
動
機
で
出
来
た
歌
の
や
う
な
感
じ
が
作
者
に
は
あ
る
。

さ
ふ
い
ふ
事
も
、短
歌
に
は
伴
ひ
や
す
い
事
実
で
あ
る
」と
あ
っ

て
、
や
や
曖
昧
な
書
き
方
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
辺
り
に
も
虚

構
ら
し
さ
を
匂
わ
せ
る
要
因
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

以
上
、
連
作
「
夜
」
に
つ
い
て
諸
説
を
挙
げ
て
き
た
。
中
で

も
11
番
歌
に
関
す
る
諸
説
の
多
さ
は
他
に
例
を
み
な
い
ほ
ど

で
、
そ
の
関
心
の
深
さ
が
あ
ら
た
め
て
し
の
ば
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
掲
げ
た
諸
説
の
当
否
を
検
討
し
、
問
題
と

す
る
の
で
は
な
く
、
二
〇
二
〇
年
現
在
の
当
作
品
に
関
し
て
の

諸
説
を
整
理
し
、
そ
の
読
み
の
こ
こ
ま
で
到
達
し
た
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
の
覚
え
書
と
し
た
。
今
後
ど
の
よ
う
な
読
み
が
新

た
に
加
え
ら
れ
る
の
か
、
続
け
て
注
視
し
て
い
き
た
く
思
う
。

　

な
お
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
九
月
三
日
、
折
口
信
夫
没
後
六

十
六
年
祭
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
折
口
信
夫
の
魅
力
を
語
る
」（
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
小
川
直
之
國
學
院
大
學
教
授
）
に
お
い
て
、
発
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言
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
折
の
内
容
を
一
部
含
む
も
の
で
あ
る

こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　［
注
］

１　

旧
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
21
巻
中
央
公
論
社
一
九
五
四
年
（
昭

29
）
一
二
月

新
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
24
巻
中
央
公
論
社
一
九
九
七
年
（
平

９
）
二
月

本
稿
で
は
、『
釈
迢
空
全
歌
集
』
岡
野
弘
彦
編
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫K

A
D

O
K

A
W

A
二
〇
一
六
年
六
月
、
を
採
用
。

２　
『
折
口
信
夫
手
帳
』
國
學
院
大
學
折
口
信
夫
古
代
研
究
所
編
一

九
八
七
年
十
月　

及
び
、
注
１
『
釈
迢
空
全
歌
集
』
巻
末
の
著

者
略
年
譜

３　
『
釈
迢
空
全
歌
集
』
に
よ
る

４　

武
田
太
郎
「
折
口
信
夫
の
原
風
景
」『
現
代
詩
手
帳
』
臨
時
増

刊
号
一
九
七
三
年
六
月
、　

同
写
真
集
『
折
口
信
夫
紀
行
』
風

書
房
一
九
七
四
年　

二
著
の
定
稿
と
し
て
「
折
口
信
夫
と
『
海
』

―
―
谷
の
狂
気
」『
谷
の
思
想
』
角
川
書
店
一
九
七
八
年
（
昭

53
）
二
月

５　

藤
井
貞
和
「
民
俗
の
『
夜
』」『
日
本
文
学
』
一
九
七
四
年
四
月　

な
お
、『
迢
空
短
歌
の
読
み
方
』
歌
誌
『
白
鳥
』
別
冊
二
〇
〇

六
年
三
月
に
は
、
成
瀬
有
も
藤
井
と
前
後
し
て
同
地
を
訪
れ
た

と
記
す
。

６　

辺
見
じ
ゅ
ん
「
山
の
中
に
海
は
あ
っ
た
」『
は
し
り
か
ね
と
八

つ
の
村
の
も
の
が
た
り
』
文
藝
春
秋
社
一
九
七
七
年

７　

中
西
洋
子
「『
夜
』
の
川
原
」
歌
誌
『
相
聞
』
第
69
号
編
集
発

行
人
中
西
洋
子
「
相
聞
の
会
」
二
〇
二
〇
年
三
月

８　

注
４
武
田
『
谷
の
思
想
』
に
同
じ

９　

旧
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
26
巻
一
九
五
六
年
五
月
所
収　

10　

注
４
に
同
じ

11　

注
５
に
同
じ

12　
『
現
代
短
歌
大
事
典
』（
篠
弘
・
馬
場
あ
き
子
・
佐
佐
木
幸
綱
監

修
）
三
省
堂　

二
〇
〇
四
年
七
月

13　

山
本
健
吉
著
『
釋
迢
空
』
角
川
選
書
59
角
川
書
店
一
九
七
二
年

（
昭
47
）
七
月

14　

注
４
に
同
じ

15　

岩
田
正「『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』の
包
含
す
る
も
の
」『
釋 

迢
空
』

紀
伊
國
屋
新
書
一
九
七
二
年
一
月

16　

安
藤
礼
治
「
ス
サ
ノ
ヲ
と
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
―
―
折
口
信
夫
と
西

脇
順
三
郎
（
第
八
章
詩
語
論
の
内
）」『
折
口
信
夫
』
講
談
社
二



迢空短歌の方法93

〇
一
四
年
一
一
月

17　

共
同
研
究
『
―
迢
空
百
歌
輪
講
―
迢
空
短
歌
の
読
み
方
』
歌
誌

『
白
鳥
』
別
冊
編
集
発
行
人
成
瀬
有
二
〇
〇
六
年
三
月

18　

注
13
に
同
じ

19　

岡
野
弘
彦　

共
著
千
勝
重
次
『
釋
迢
空
』（
近
代
短
歌
・
人
と

作
品
）
の
内
鑑
賞
編
桜
風
社
出
版
一
九
六
一
年
一
一
月

20　

岡
野
弘
彦
『
最
後
の
弟
子
が
語
る
折
口
信
夫
』
平
凡
社
二
〇
一

九
年
七
月

21　

注
19
に
同
じ

22　

注
13
に
同
じ

23　

秋
山
佐
和
子
『
長
夜
の
眠
り
―
―
釈
迢
空
の
一
首
鑑
賞
』

K
A

D
O

K
A

W
A

二
〇
一
七
年
四
月　

但
し
、
そ
の
理
由
な
ど

は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。




