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土
佐
日
記
の
歌
論

―
人
物
描
写
と
い
う
方
法

北　

島　
　
　

紬

一
、
は
じ
め
に

　

土
佐
日
記
は
、
承
平
四
年
（
九
三
四
）
に
土
佐
守
の
任
を
終
え
た
紀
貫

之
が
土
佐
か
ら
京
に
戻
る
ま
で
の
旅
中
を
材
料
と
し
て
日
記
風
の
記
事
に

著
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
よ
り
、
そ
の
内
容
に
は

事
実
と
異
な
る
点
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
萩
谷
朴
『
土

佐
日
記
全
注
釈）

1
（

』（
以
下
『
全
注
釈
』
と
す
る
）
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の

主
題
は
「
歌
論
展
開
」、「
社
会
諷
刺
」、「
自
己
反
照
」
の
三
点
に
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
自
己
反
照
は
前
土
佐
守
で
あ
る
船
君
の
老
い
の
嘆
き
と
土
佐

で
亡
く
し
た
女
児
へ
の
哀
悼
か
ら
成
る
が
、
特
に
亡
女
児
哀
傷
記
事
こ
そ

は
土
佐
日
記
の
最
も
重
要
な
主
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

軽
重
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

〈
先
行
研
究
1
〉（『
全
注
釈
』
二
月
九
日
条
・
本
文
評
価
）

土
佐
日
記
に
お
い
て
、
歌
論
的
主
題
に
基
づ
く
記
事
は
、
十
二
月
廿

七
日
条
に
始
ま
っ
て
、
こ
の
二
月
九
日
の
条
に
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
範
囲
は
、
五
五
日
間
中
の
四
二
日
に
過
ぎ
ず
、
同
じ
く
十
二
月

廿
七
日
に
始
ま
っ
て
、
二
月
十
六
日
の
末
尾
に
到
る
自
照
的
主
題
の

四
九
日
間
、
十
二
月
廿
三
日
に
始
ま
っ
て
、
二
月
十
六
日
の
半
ば
に

到
る
諷
刺
的
主
題
の
五
三
日
間
に
比
べ
る
と
、
最
も
そ
の
期
間
は
短

い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
言
及
す

る
頻
度
数
か
ら
言
え
ば
、
最
多
回
数
を
示
し
て
い
る
の
で
、
や
は
り
、

歌
論
的
主
題
は
、
こ
の
作
品
に
と
っ
て
、
最
も
表
層
的
に
は
顕
著
な

も
の
で
あ
る
が
、
作
者
自
身
の
創
作
意
識
の
深
さ
か
ら
い
え
ば
、
最

も
浅
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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萩
谷
氏
の
言
う
通
り
土
佐
日
記
に
は
、
和
歌
を
載
せ
そ
れ
を
論
評
す
る
、

い
わ
ゆ
る
歌
論
的
場
面
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
個
々
の
和
歌
の
表
現
や

典
拠
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
歌
論
展
開
が

作
品
の
主
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
和
歌
批
評
は
、
場
面
を
越
え

作
品
を
通
じ
て
一
貫
し
た
評
価
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
管
見
に
入
る
限
り
、
歌
人
貫
之
や
古
今
集
を
切
り
離
し
た

上
で
、
土
佐
日
記
の
歌
論
的
場
面
に
つ
い
て
全
体
を
論
ず
る
こ
と
は
稀
な

よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
土
佐
日
記
の
和
歌
批
評
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
一
貫
し
た
評
価
基
準
を

持
っ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

　

さ
ら
に
萩
谷
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
の
出
現
期
間
と
頻
度
か
ら
、
土

佐
日
記
の
歌
論
的
主
題
は
「
創
作
意
識
の
深
さ
か
ら
い
え
ば
、
最
も
浅
い

も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
果
た
し
て
妥
当
な
理
解
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
に
検
討
を
行
う
。

二
、
土
佐
日
記
作
中
に
お
け
る
和
歌
批
評

　

土
佐
日
記
の
書
き
手
や
作
中
人
物
に
よ
っ
て
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
歌

は
日
記
中
に
一
八
首
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
高
評
価
の
歌
の
特
徴
と

し
て
、
詠
者
の
描
写
の
た
め
に
筆
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

以
下
、
本
文
の
引
用
は
新
編
全
集
に
よ
る）

2
（

。
批
評
部
分
に
は
傍
線
、
詠

者
に
関
す
る
記
述
に
は
点
線
を
付
し
た
。

一
二
月
二
七
日

…
…
鹿
児
の
崎
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
守
の
兄
弟
、
ま
た
こ
と
人
こ
れ
か

れ
、
酒
な
に
と
持
て
追
ひ
来
て
、
磯
に
下
り
ゐ
て
別
れ
が
た
き
こ
と
を

い
ふ
。
守
の
館
の
人
々
の
中
に
、
こ
の
来
た
る
人
々
ぞ
、
心
あ
る
や
う

に
は
、
い
は
れ
ほ
の
め
く
。
か
く
別
れ
が
た
く
い
ひ
て
、
か
の
人
々
の
、

く
ち
網
も
諸
持
ち
に
て
、
こ
の
海
辺
に
て
に
な
ひ
出
だ
せ
る
歌
、

惜
し
と
思
ふ
人
や
と
ま
る
と
葦
鴨
の
う
ち
群
れ
て
こ
そ
わ
れ
は
来

に
け
れ

と
い
ひ
て
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
い
た
く
め
で
て
、
行
く
人
の
…
…

一
月
七
日

か
か
る
あ
ひ
だ
に
、
人
の
家
の
、
池
と
名
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
鯉
は
な

く
て
、
鮒
よ
り
は
じ
め
て
、
川
の
も
海
の
も
、
こ
と
物
ど
も
、
長
櫃
に

に
な
ひ
つ
づ
け
て
お
こ
せ
た
り
。
若
菜
ぞ
今
日
を
ば
知
ら
せ
た
る
。
歌

あ
り
。
そ
の
歌
、

あ
さ
ぢ
ふ
の
野
辺
に
し
あ
れ
ば
水
も
な
き
池
に
摘
み
つ
る
若
菜
な

り
け
り

い
と
を
か
し
か
し
。
こ
の
池
と
い
ふ
は
、
と
こ
ろ
の
名
な
り
。
よ
き
人
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の
、
男
に
つ
き
て
下
り
て
、
住
み
け
る
な
り
。
…
…
今
日
、
破
子
持
た

せ
て
来
た
る
人
、
そ
の
名
な
ど
ぞ
や
、
今
思
ひ
出
で
む
。
こ
の
人
、
歌

よ
ま
む
と
思
ふ
心
あ
り
て
な
り
け
り
。
と
か
く
い
ひ
い
ひ
て
、「
波
の
立

つ
な
る
こ
と
」
と
う
る
へ
い
ひ
て
、
よ
め
る
歌
、

行
く
先
に
立
つ
白
波
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま
さ

ら
む

と
ぞ
よ
め
る
。
い
と
大
声
な
る
べ
し
。
持
て
来
た
る
物
よ
り
は
、
歌
は

い
か
が
あ
ら
む
。
…
…
あ
る
人
の
子
の
童
な
る
、
ひ
そ
か
に
い
ふ
。「
ま

ろ
、
こ
の
歌
の
返
し
せ
む
」
と
い
ふ
。
…
…
「『
ま
か
ら
ず
』
と
て
立
ち

ぬ
る
人
を
待
ち
て
よ
ま
む
」
と
て
、
求
め
け
る
を
、
夜
更
け
ぬ
と
に
や

あ
り
け
む
、
や
が
て
い
に
け
り
。「
そ
も
そ
も
い
か
が
よ
ん
だ
る
」
と
、

い
ぶ
か
し
が
り
て
問
ふ
。
こ
の
童
、
さ
す
が
に
恥
ぢ
て
い
は
ず
。
強
ひ

て
問
へ
ば
、
い
へ
る
歌
、

行
く
人
も
と
ま
る
も
袖
の
涙
川
汀
の
み
こ
そ
濡
れ
ま
さ
り
け
れ

と
な
む
よ
め
る
。
か
く
は
い
ふ
も
の
か
。
う
つ
く
し
け
れ
ば
に
や
あ
ら

む
、
い
と
思
は
ず
な
り
。

一
月
二
〇
日

二
十
日
の
夜
の
月
出
で
に
け
り
。
山
の
端
も
な
く
て
、
海
の
中
よ
り
ぞ

出
で
来
る
。
か
う
や
う
な
る
を
見
て
や
、
昔
、
阿
倍
仲
麻
呂
と
い
ひ
け

る
人
は
、
唐
土
に
わ
た
り
て
、
帰
り
来
け
る
と
き
に
、
船
に
乗
る
べ
き

と
こ
ろ
に
て
、
か
の
国
人
、
馬
の
は
な
む
け
し
、
別
れ
惜
し
み
て
、
か

し
こ
の
漢
詩
作
り
な
ど
し
け
る
。
飽
か
ず
や
あ
り
け
む
、
二
十
日
の
夜

の
月
出
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
月
は
、
海
よ
り
ぞ
出
で
け
る
。

こ
れ
を
見
て
ぞ
仲
麻
呂
の
ぬ
し
、
…
…
よ
め
り
け
る
歌
、

青
海
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も

と
ぞ
よ
め
り
け
る
。
か
の
国
人
、
聞
き
知
る
ま
じ
く
、
思
ほ
へ
た
れ
ど

も
、
…
…
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む
賞
で
け
る
。

　

例
え
ば
一
二
月
二
七
日
「
こ
の
来
た
る
人
々
ぞ
、
心
あ
る
や
う
に
は
、

い
は
れ
ほ
の
め
く
」、
一
月
七
日
「
よ
き
人
」、
女
童
の
「
う
つ
く
し
け
れ

ば
に
や
あ
ら
む
」、
あ
る
い
は
一
月
二
〇
日
の
阿
倍
仲
麻
呂
な
ど
、
作
中
で

特
に
賞
賛
さ
れ
る
和
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詠
者
も
人
品
優
れ
た
奥
ゆ
か

し
い
人
物
と
し
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
優
れ
た
和
歌
は
優
れ
た
人

物
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
と
い
う
意
識
が
見
ら
れ
る
。

　

逆
に
一
月
七
日
「
破
子
持
た
せ
て
来
た
る
人
」
は
、
名
を
忘
れ
た
と
い

う
一
文
に
よ
っ
て
「
書
く
べ
き
ほ
ど
の
人
で
は
な
い
」
こ
と
を
描
写
し
て

い
る
点
が
特
異
で
あ
る
が
、
押
し
付
け
が
ま
し
い
詠
み
ぶ
り
と
旅
に
ふ
さ

わ
し
か
ら
ぬ
不
穏
な
歌
の
両
方
で
道
化
的
に
「
よ
き
人
」
と
「
女
童
」
に

対
照
さ
れ
、
両
者
を
引
き
立
て
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
人
格
と
和
歌
の

出
来
を
関
連
づ
け
て
描
か
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
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ま
た
、
一
月
一
五
日
、
二
二
日
、
二
月
六
日
な
ど
「
似
る
」、「
似
つ
か

は
し
」
と
い
っ
た
語
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
詠
作
状
況
や
詠
者
の
状
態
・

属
性
に
「
ふ
さ
わ
し
い
」
こ
と
が
和
歌
を
評
価
す
る
大
き
な
基
準
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
月
一
五
日

女
の
童
の
い
へ
る
、

立
て
ば
立
つ
ゐ
れ
ば
ま
た
ゐ
る
吹
く
風
と
波
と
は
思
ふ
ど
ち
に
や

あ
る
ら
む

い
ふ
か
ひ
な
き
者
の
い
へ
る
に
は
、
い
と
似
つ
か
は
し
。

一
月
二
二
日

年
九
つ
ば
か
り
な
る
男
の
童
、
年
よ
り
は
幼
く
ぞ
あ
る
。
こ
の
童
、
船

を
漕
ぐ
ま
に
ま
に
、
山
も
行
く
と
見
ゆ
る
を
見
て
、
あ
や
し
き
こ
と
、

歌
を
ぞ
よ
め
る
。
そ
の
歌
、

漕
ぎ
て
ゆ
く
船
に
て
見
れ
ば
あ
し
ひ
き
の
山
さ
へ
行
く
を
松
は
知

ら
ず
や

と
ぞ
い
へ
る
。
幼
き
童
の
言
に
て
は
、
似
つ
か
は
し
。

二
月
六
日

か
の
船
酔
ひ
の
淡
路
の
島
の
大
御
、
み
や
こ
近
く
な
り
ぬ
と
い
ふ
を
喜

び
て
、
船
底
よ
り
頭
を
も
た
げ
て
、
か
く
ぞ
い
へ
る
。

い
つ
し
か
と
い
ぶ
せ
か
り
つ
る
難
波
潟
葦
漕
ぎ
退
け
て
御
船
来
に

け
り

い
と
思
ひ
の
ほ
か
な
る
人
の
い
へ
れ
ば
、
人
々
あ
や
し
が
る
。
こ
れ
が

中
に
、
心
地
悩
む
船
君
、
い
た
く
め
で
て
、「
船
酔
ひ
し
給
べ
り
し
御
顔

に
は
、
似
ず
も
あ
る
か
な
」
と
、
い
ひ
け
る
。

　

二
月
六
日
「
似
ず
も
あ
る
か
な
」
は
、
詠
者
の
「
船
酔
ひ
」
と
い
う
属

性
と
和
歌
の
出
来
と
を
引
き
比
べ
て
、
意
外
な
出
来
を
珍
し
が
る
。
優
れ

た
歌
を
詠
む
の
は
優
れ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
書
き
方
に
は
な
る
ま
い
。

　

さ
ら
に
、「
似
る
」
の
語
そ
の
も
の
が
歌
の
評
価
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

場
面
も
あ
る
。

二
月
九
日

か
く
て
、
船
引
き
上
る
に
、
渚
の
院
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
見
つ
つ
行
く
。

そ
の
院
、
昔
を
思
ひ
や
り
て
見
れ
ば
、
お
も
し
ろ
か
り
け
る
と
こ
ろ
な

り
。
し
り
へ
な
る
岡
に
は
、
松
の
木
ど
も
あ
り
。
中
の
庭
に
は
、
梅
の

花
咲
け
り
。
こ
こ
に
、
人
々
の
い
は
く
、「
こ
れ
、
昔
、
名
高
く
聞
こ
え

た
る
と
こ
ろ
な
り
」
…
…
今
、
今
日
あ
る
人
、
と
こ
ろ
に
似
た
る
歌
よ

め
り
。
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千
代
経
た
る
松
に
は
あ
れ
ど
い
に
し
へ
の
声
の
寒
さ
は
か
は
ら
ざ

り
け
り

　

な
お
、
直
接
「
似
る
」
の
語
を
使
っ
て
は
い
な
い
が
、
風
景
や
心
情
に

「
ふ
さ
わ
し
い
」、
折
に
合
っ
た
和
歌
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
描
写
は
次
の

三
場
面
で
あ
る
。

一
月
九
日

…
…
宇
多
の
松
原
を
行
き
過
ぐ
。
そ
の
松
の
数
い
く
そ
ば
く
、
幾
千
歳

経
た
り
と
知
ら
ず
。
…
…
お
も
し
ろ
し
と
見
る
に
堪
へ
ず
し
て
、
船
人

の
よ
め
る
歌
、

見
わ
た
せ
ば
松
の
う
れ
ご
と
に
す
む
鶴
は
千
代
の
ど
ち
と
ぞ
思
ふ

べ
ら
な
る

と
や
。
こ
の
歌
は
、
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
え
ま
さ
ら
ず
。

一
月
一
一
日

…
…
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
来
ぬ
。
わ
か
き
童
、
こ
の
と
こ
ろ
の
名
を

聞
き
て
、「
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
鳥
の
羽
の
や
う
に
や
あ
る
」
と
い

ふ
。
ま
だ
幼
き
童
の
言
な
れ
ば
、
人
々
笑
ふ
と
き
に
、
あ
り
け
る
女
童

な
む
、
こ
の
歌
を
よ
め
る
。

ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
と
こ
ろ
羽
な
ら
ば
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
都
へ

も
が
な

と
ぞ
い
へ
る
。
男
も
女
も
、
い
か
で
と
く
京
へ
も
が
な
、
と
思
ふ
心
あ

れ
ば
、
こ
の
歌
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
げ
に
、
と
思
ひ
て
、
人
々
忘

れ
ず
。

一
月
二
九
日

正
月
な
れ
ば
、
京
の
子
の
日
の
こ
と
い
ひ
出
で
て
、「
小
松
も
が
な
」
と

い
へ
ど
、
海
中
な
れ
ば
か
た
し
か
し
。
あ
る
女
の
書
き
て
出
だ
せ
る
歌
、

お
ぼ
つ
か
な
今
日
は
子
の
日
か
海
人
な
ら
ば
海
松
を
だ
に
引
か
ま

し
も
の
を

と
ぞ
い
へ
る
。
海
に
て
、「
子
の
日
」
の
歌
に
て
は
、
い
か
が
あ
ら
む
。

　

さ
て
、
先
に
高
評
価
の
和
歌
は
詠
者
の
説
明
に
筆
を
割
い
て
い
る
と
述

べ
た
が
、
そ
も
そ
も
土
佐
日
記
の
平
均
的
な
人
物
描
写
と
は
ど
の
程
度
の

も
の
か
。
野
村
精
一
氏
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

〈
先
行
研
究
2
〉 （
野
村
精
一
「
虚
構
、
ま
た
は
方
法
に
つ
い
て
―
散
文

空
間
論
へ
の
途
」）

人
物
造
形
の
問
題
も
ま
た
小
説
―
物
語
に
お
い
て
は
、
格
別
の
配

慮
が
払
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
土
佐
日
記
に
は
、
そ

の
よ
う
な
意
識
は
な
い
に
近
い
。
個
別
的
な
、
そ
の
日
そ
の
日
の
出
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来
事
の
中
で
は
、
楫
と
り
や
童
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き
て
い
な
い

で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
一
貫
し
た
人
間
像
を
対
象
化
す
る

の
は
、
や
や
困
難
で
あ
り
む
し
ろ
そ
の
要
は
な
い
か
に
見
え
る
。
冒

頭
の
「
あ
る
人
」
が
後
文
の
「
さ
き
の
守
」
で
あ
り
、
後
の
「
舟
君
」

で
あ
る
必
然
性
は
造
形
の
方
法
の
側
か
ら
す
れ
ば
ど
こ
に
も
な
い
。

「
八
木
の
や
す
の
り
」
も
「
藤
原
の
と
き
ざ
ね
」
も
、
そ
の
限
ら
れ
た

局
面
で
の
固
有
名
詞
以
上
の
働
き
は
し
て
い
な
い
。
統
一
的
な
人
間

像
の
創
出
と
、
そ
う
し
た
個
性
の
組
み
合
せ
に
よ
る
人
間
関
係
の
構

造
は
、
こ
こ
で
は
描
か
れ
る
必
要
の
な
い
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

3
（

。

　

作
品
の
目
的
が
何
で
あ
れ
、
土
佐
日
記
が
「
統
一
的
な
人
間
像
」
を
描

こ
う
と
し
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
に
は
異
論
が
な
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え

る
な
ら
ば
、
日
記
中
の
人
物
は
ほ
と
ん
ど
が
朧
化
さ
れ
る
。
何
か
行
動
を

起
こ
す
際
に
も
船
中
一
体
と
な
っ
て
行
っ
た
か
の
よ
う
な
記
述
が
目
立
ち）

4
（

、

人
物
造
形
と
は
言
い
が
た
い
。

　

そ
の
よ
う
な
作
品
の
中
で
、
和
歌
の
詠
者
に
対
し
て
は
特
別
に
多
く
の

描
写
・
説
明
が
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
歌
論
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
、
次
に
和
歌
批
評
以

外
の
場
面
で
の
人
物
描
写
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
見
て
ゆ
く
。

三
、
人
物
描
写

　

日
記
中
に
日
付
を
ま
た
い
で
特
定
の
一
人
物
と
判
別
で
き
る
の
は
前
土

佐
守
で
あ
る
船
君
、
亡
女
児
の
父
母
、
淡
路
専
女
ま
た
は
淡
路
の
島
の
大

御
と
呼
ば
れ
る
老
女
、
楫
取
と
い
っ
た
ご
く
僅
か
な
人
物
に
す
ぎ
な
い）

5
（

。

①
船
君

　

和
歌
の
詠
者
と
し
て
船
君
が
表
れ
る
の
は
、
一
二
月
二
六
日
、
二
七
日
、

一
月
一
八
日
、
二
一
日
、
二
月
一
日
、
七
日
で
あ
る）

6
（

。
こ
の
う
ち
和
歌
の

評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
一
月
一
八
日
、
二
月
一
日
、
七
日
の
三
記
事
。

以
下
に
示
す
。

一
月
一
八
日

船
も
出
だ
さ
で
、
い
た
づ
ら
な
れ
ば
、
あ
る
人
の
よ
め
る
、

磯
ふ
り
の
寄
す
る
磯
に
は
年
月
を
い
つ
と
も
わ
か
ぬ
雪
の
み
ぞ　

降
る

こ
の
歌
は
、
常
に
せ
ぬ
人
の
言
な
り
。
ま
た
、
人
の
よ
め
る
、

風
に
よ
る
波
の
磯
に
は
鶯
も
春
も
え
知
ら
ぬ
花
の
み
ぞ
咲
く

こ
の
歌
ど
も
を
、
す
こ
し
よ
ろ
し
、
と
聞
き
て
、
船
の
長
し
け
る
翁
、

月
日
ご
ろ
の
苦
し
き
心
や
り
に
よ
め
る
、
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立
つ
波
を
雪
か
花
か
と
吹
く
風
ぞ
寄
せ
つ
つ
人
を
は
か
る
べ
ら　

な
る

二
月
一
日

ま
た
、
船
君
の
い
は
く
、「
こ
の
月
ま
で
な
り
ぬ
る
こ
と
」
と
嘆
き
て
、

苦
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、
人
も
い
ふ
こ
と
と
て
、
心
や
り
に
い
へ
る
、

引
く
船
の
綱
手
の
長
き
春
の
日
を
四
十
日
五
十
日
ま
で
わ
れ
は
経

に
け
り

聞
く
人
の
思
へ
る
や
う
、「
な
ぞ
、
た
だ
言
な
る
」
と
、
ひ
そ
か
に
い
ふ

べ
し
。「
船
君
の
、
か
ら
く
ひ
ね
り
出
だ
し
て
、
よ
し
と
思
へ
る
言
を
。

怨
じ
も
こ
そ
し
給
べ
」
と
て
、
つ
つ
め
き
て
や
み
ぬ
。

二
月
七
日

…
…
船
君
の
病
者
、
も
と
よ
り
こ
ち
ご
ち
し
き
人
に
て
、
か
う
や
う
の

こ
と
、
さ
ら
に
知
ら
ざ
り
け
り
。
か
か
れ
ど
も
、
淡
路
専
女
の
歌
に
め

で
て
、
み
や
こ
誇
り
に
も
や
あ
ら
む
、
か
ら
く
し
て
、
あ
や
し
き
歌
ひ

ね
り
出
だ
せ
り
。
そ
の
歌
は
、

来
と
来
て
は
川
上
り
路
の
水
を
浅
み
船
も
わ
が
身
も
な
づ
む
今
日

か
な

こ
れ
は
病
を
す
れ
ば
よ
め
る
な
る
べ
し
。
一
歌
に
こ
と
の
飽
か
ね
ば
、

い
ま
一
つ
、

と
く
と
思
ふ
船
悩
ま
す
は
わ
が
た
め
に
水
の
心
の
浅
き
な
り
け
り

こ
の
歌
は
、
み
や
こ
近
く
な
り
ぬ
る
喜
び
に
堪
へ
ず
し
て
、
い
へ
る
な

る
べ
し
。「
淡
路
の
御
の
歌
に
劣
れ
り
。
ね
た
き
。
い
は
ざ
ら
ま
し
も
の

を
」
と
、
悔
し
が
る
う
ち
に
、
夜
に
な
り
て
寝
に
け
り
。

　

さ
ら
に
一
二
月
二
三
日
に
は
船
君
に
つ
い
て
「
守
か
ら
に
や
あ
ら
む
」

と
あ
り
、
前
土
佐
守
と
し
て
の
人
品
を
称
え
ら
れ
て
い
る
。
二
月
八
日
に

は
「
船
君
例
の
病
起
り
て
、
い
た
く
な
や
む
」
と
あ
っ
て
、
持
病
の
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

以
上
の
記
述
か
ら
、「
船
君
」
は
次
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て

い
る
。

　

1　

和
歌
に
一
家
言
持
つ
が
、
作
歌
技
術
に
は
暗
い
。

　

2　

土
佐
守
と
し
て
の
任
を
廉
直
に
果
た
し
人
に
慕
わ
れ
た
。

　

3　

何
ら
か
の
持
病
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
描
写
は
す
べ
て
和
歌
と
と
も
に
表
れ
て
い
る
。
1
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
一
二
月
二
三
日
条
の
土
佐
守
の
人
品
は
一
二
月
二
七
日
条
の

和
歌
に
、
二
月
八
日
の
病
は
二
月
七
日
の
和
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
る）

7
（

。

②
亡
女
児
の
親

　

父
母
を
判
別
し
が
た
い
こ
と
も
多
い
た
め
、
一
括
し
て
掲
げ
る
。
女
児

を
亡
く
し
た
親
の
言
動
が
描
か
れ
る
の
は
六
記
事
。
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一
二
月
二
七
日

か
く
あ
る
う
ち
に
、
京
に
て
生
ま
れ
た
り
し
女
子
、
国
に
て
に
は
か
に

亡
せ
に
し
か
ば
、
こ
の
こ
ろ
の
出
で
立
ち
い
そ
ぎ
を
見
れ
ど
、
何
ご
と
も

い
は
ず
。
京
へ
帰
る
に
、
女
子
の
な
き
の
み
ぞ
悲
し
び
恋
ふ
る
。
あ
る

人
々
も
え
堪
へ
ず
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
あ
る
人
の
書
き
て
出
だ
せ
る
歌
、

み
や
こ
へ
と
思
ふ
を
も
の
の
か
な
し
き
は
か
へ
ら
ぬ
人
の
あ
れ
ば

な
り
け
り

ま
た
、
あ
る
時
に
は
、

あ
る
も
の
と
忘
れ
つ
つ
な
ほ
な
き
人
を
い
づ
ら
と
と
ふ
ぞ
か
な
し

か
り
け
る

一
月
一
一
日

…
…
ま
た
、
昔
へ
人
を
思
ひ
出
で
て
、
い
づ
れ
の
時
に
か
忘
る
る
。
今

日
は
ま
し
て
、
母
の
悲
し
が
ら
る
る
こ
と
は
。
下
り
し
時
の
人
の
数
足

ら
ね
ば
、
古
歌
に
「
数
は
足
ら
で
ぞ
帰
る
べ
ら
な
る
」
と
い
ふ
こ
と
を

思
ひ
出
で
て
、
人
の
よ
め
る
、

世
の
中
に
思
ひ
や
れ
ど
も
子
を
恋
ふ
る
思
ひ
に
ま
さ
る
思
ひ
な　

き
か
な

二
月
四
日

こ
の
泊
り
の
浜
に
は
、
く
さ
ぐ
さ
の
う
る
わ
し
き
貝
、
石
な
ど
お
ほ
か

り
。
か
か
れ
ば
、
た
だ
、
昔
の
人
を
の
み
恋
ひ
つ
つ
、
船
な
る
人
の
よ

め
る
、寄

す
る
波
う
ち
も
寄
せ
な
む
わ
が
恋
ふ
る
人
忘
れ
貝
お
り
て
拾　

は
む

と
い
へ
れ
ば
、
あ
る
人
の
堪
へ
ず
し
て
、
船
の
心
や
り
に
よ
め
る
、

忘
れ
貝
拾
ひ
し
も
せ
じ
白
玉
を
恋
ふ
る
を
だ
に
も
か
た
み
と
思　

は
む

と
な
む
い
へ
る
。
女
子
の
た
め
に
は
、
親
、
幼
く
な
り
ぬ
べ
し
。「
玉
な

ら
ず
も
あ
り
け
る
を
」
と
人
い
は
む
や
。
さ
れ
ど
も
「
死
じ
子
、
顔
よ

か
り
き
」
と
い
ふ
や
う
も
あ
り
。

二
月
五
日

ま
た
、
住
吉
の
わ
た
り
を
漕
ぎ
ゆ
く
。
…
…
こ
こ
に
、
昔
へ
人
の
母
、

一
日
片
時
も
忘
れ
ね
ば
よ
め
る
、

住
江
に
船
さ
し
寄
せ
よ
忘
草
し
る
し
あ
り
や
と
摘
み
て
行
く
べ
く

と
な
む
。
う
つ
た
へ
に
忘
れ
な
む
と
に
は
あ
ら
で
、
恋
し
き
心
地
、
し

ば
し
や
す
め
て
、
ま
た
も
恋
ふ
る
力
に
せ
む
、
と
な
る
べ
し
。

二
月
九
日

か
く
、
上
る
人
々
の
中
に
、
京
よ
り
下
り
し
時
に
、
み
な
人
、
子
ど
も

な
か
り
き
、
到
れ
り
し
国
に
て
ぞ
、
子
生
め
る
者
ど
も
、
あ
り
あ
へ
る
。

人
み
な
、
船
の
と
ま
る
と
こ
ろ
に
、
子
を
抱
き
つ
つ
、
降
り
乗
り
す
。

こ
れ
を
見
て
、
昔
の
子
の
母
、
悲
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、
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な
か
り
し
も
あ
り
つ
つ
帰
る
人
の
子
を
あ
り
し
も
な
く
て
来
る
が

悲
し
さ

と
い
ひ
て
ぞ
泣
き
け
る
。
父
も
こ
れ
を
聞
き
て
、
い
か
が
あ
ら
む
。
か

う
や
う
の
こ
と
も
、
歌
も
、
好
む
と
て
あ
る
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
唐

土
も
、
こ
こ
も
、
思
ふ
こ
と
に
堪
へ
ぬ
時
の
わ
ざ
と
か
。

二
月
十
六
日

…
…
思
ひ
出
で
ぬ
こ
と
な
く
、
思
ひ
恋
し
き
が
う
ち
に
、
こ
の
家
に
て

生
ま
れ
し
女
子
の
、
も
ろ
と
も
に
帰
ら
ね
ば
、
い
か
が
は
悲
し
き
。
船

人
も
、
み
な
子
た
か
り
て
の
の
し
る
。
か
か
る
う
ち
に
、
な
ほ
、
悲
し

き
に
堪
へ
ず
し
て
、
ひ
そ
か
に
心
知
れ
る
人
と
い
へ
り
け
る
歌
、

生
ま
れ
し
も
帰
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
宿
に
小
松
の
あ
る
を
見
る
が　

悲
し
さ

と
ぞ
い
へ
る
。
な
ほ
、
飽
か
ず
や
あ
ら
む
、
ま
た
、
か
く
な
む
。

見
し
人
の
松
の
千
歳
に
見
ま
し
か
ば
遠
く
悲
し
き
別
れ
せ
ま
し
や

　

二
月
九
日
の
「
唐
土
も
、
こ
こ
も
」
は
、
前
掲
一
月
二
〇
日
条
の
直
後

に
「
唐
土
と
こ
の
国
と
は
、
言
異
な
る
も
の
な
れ
ど
、
月
の
か
げ
は
同
じ

こ
と
な
る
べ
け
れ
ば
、
人
の
心
も
同
じ
こ
と
に
や
あ
ら
む
」
と
あ
る
の
と

同
様
の
意
に
な
る
歌
論
で
あ
る
。

　

総
覧
す
る
に
、
亡
女
児
の
父
母
は
我
が
子
の
死
を
悲
し
む
以
外
の
役
割

を
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
そ
の
悲
し
み
が
表
現
さ
れ
る
際
に
は
必
ず

和
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
当
該
記
述
が
『
全
注
釈
』
の
言
う
よ
う
な
亡

女
児
に
対
し
て
の
切
実
な
情
動
に
突
き
動
か
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
和
歌
の
な
い
記
事
に
父
母
が
ま
っ
た
く
表
れ
な
い
の
は
非

常
に
不
自
然
で
あ
る
。
例
え
ば
「
京
へ
の
思
い
」
は
切
実
な
情
動
で
あ
り
、

一
行
に
共
有
さ
れ
、
和
歌
の
な
い
記
事
の
地
の
文
に
も
繰
り
返
し
描
か
れ

て
い
る
。
一
月
一
日
、
三
日
、
二
月
二
日
等
で
あ
る
。
海
賊
へ
の
恐
怖
を

述
べ
る
記
事
を
含
め
れ
ば
そ
の
数
は
更
に
増
え
る
。

　

亡
女
児
哀
傷
も
、
そ
の
初
出
で
あ
る
一
二
月
二
七
日
の
段
階
で
は
「
あ

る
人
々
も
え
堪
へ
ず
」
と
さ
れ
一
行
の
共
感
を
得
て
い
る
が
、
二
月
四
日

「
親
幼
く
な
り
ぬ
べ
し
」
か
ら
の
記
述
で
は
日
記
の
書
き
手
は
冷
静
さ
を
保

ち
、
理
解
は
示
し
つ
つ
も
距
離
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
そ
の
後
も

五
日
・
九
日
と
維
持
さ
れ
、
嘆
き
を
く
り
返
す
父
母
の
心
情
を
分
析
し
て

ゆ
く
が
、
そ
の
手
段
は
彼
ら
の
詠
む
歌
で
あ
り
、
亡
女
児
の
父
母
の
造
形

は
、
歌
と
そ
の
解
釈
が
ほ
と
ん
ど
全
て
で
あ
る
。

　

土
佐
日
記
が
作
者
の
意
図
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
た
作
品
な
ら
ば
、
和
歌

の
な
い
記
事
で
は
、
亡
女
児
へ
の
思
い
や
そ
の
父
母
の
行
動
を
記
述
す
る

必
要
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
作
中
の
亡

女
児
の
父
母
は
、
哀
傷
歌
が
詠
ま
れ
る
た
め
に
描
か
れ
た
人
物
で
あ
る
。
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③
淡
路
専
女
（
淡
路
の
島
の
大
御
）

一
月
二
六
日

こ
の
あ
ひ
だ
に
、
風
の
よ
け
れ
ば
、
…
…
童
も
媼
も
、
い
つ
し
か
と
思

へ
ば
に
や
あ
ら
む
、
い
た
く
喜
ぶ
。
こ
の
中
に
、
淡
路
専
女
と
い
ふ
人

の
よ
め
る
歌
、

追
風
の
吹
き
ぬ
る
と
き
は
ゆ
く
船
の
帆
手
う
ち
て
こ
そ
う
れ
し
か

り
け
れ

二
月
六
日

か
の
船
酔
ひ
の
淡
路
の
島
の
大
御
、
み
や
こ
近
く
な
り
ぬ
と
い
ふ
を
喜

び
て
、
船
底
よ
り
頭
を
も
た
げ
て
、
か
く
ぞ
い
へ
る
。

い
つ
し
か
と
い
ぶ
せ
か
り
つ
る
難
波
潟
葦
漕
ぎ
そ
け
て
御
船
来
に

け
り

い
と
思
ひ
の
ほ
か
な
る
人
の
い
へ
れ
ば
、
人
々
あ
や
し
が
る
。
こ
れ
が

な
か
に
、
心
地
悩
む
船
君
、
い
た
く
め
で
て
、「
船
酔
ひ
し
給
べ
り
し
御

顔
に
は
、
似
ず
も
あ
る
か
な
」
と
い
ひ
け
る
。

　

二
月
七
日
に
も
名
前
の
み
表
れ
る
が
、
行
動
の
主
体
は
船
君
で
あ
る
た

め
省
略
し
た
。
一
刻
も
早
い
帰
京
を
願
っ
て
い
る
こ
と
、
船
酔
い
に
悩
ま

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
前
者
に
つ
い
て
は
船
中
の
一
行
が

当
然
共
有
す
る
望
み
で
あ
る
た
め
、
個
性
の
表
現
と
し
て
の
人
物
造
形
と

は
言
い
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

後
者
は
よ
り
重
要
な
要
素
で
、
和
歌
の
評
価
に
関
わ
る
。
二
で
土
佐
日

記
の
優
れ
た
和
歌
は
優
れ
た
人
物
と
と
も
に
表
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、

「
い
と
思
ひ
の
ほ
か
な
る
人
の
い
へ
れ
ば
」
や
「
船
酔
ひ
し
給
べ
り
し
御
顔

に
は
、
似
ず
」
も
、
本
来
「
船
酔
い
」
と
い
う
属
性
を
持
つ
淡
路
専
女
か

ら
は
優
れ
た
歌
は
生
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
意
識
を
前
提
に
し
て
い

る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
で
見
た
一
月
七
日

「
破
子
持
た
せ
て
来
た
る
人
」
が
押
し
付
け
が
ま
し
い
態
度
と
拙
い
歌
を
関

連
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
と
異
な
り
、
淡
路
専
女
の
場
合
に
は
船
中
の
一
行

が
共
有
す
る
喜
び
に
よ
っ
て
折
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
か

ら
、
稀
な
例
外
が
生
ま
れ
た
と
し
て
愛
で
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
短
い
記
事

な
が
ら
、
歌
の
評
価
と
詠
者
、
詠
作
状
況
の
関
連
の
深
さ
を
よ
く
示
し
て

い
る
。

④
楫
取

　

二
で
土
佐
日
記
の
作
中
人
物
は
ほ
と
ん
ど
が
朧
化
さ
れ
て
い
る
と
述
べ

た
が
、
楫
取
は
そ
の
中
に
あ
っ
て
例
外
的
に
描
写
の
充
実
し
た
人
物
で
あ

る
。
た
だ
し
好
意
的
な
も
の
で
は
な
い
。
以
下
楫
取
が
非
難
さ
れ
る
主
な

場
面
を
挙
げ
、
直
接
的
な
表
現
を
点
線
で
示
し
た
。
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一
二
月
二
七
日

棹
さ
せ
ど
底
ひ
も
知
ら
ぬ
わ
た
つ
み
の
深
き
心
を
君
に
見
る
か
な

と
い
ふ
あ
ひ
だ
に
、
楫
取
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
で
、
お
の
れ
し
酒
を

く
ら
ひ
つ
れ
ば
、
早
く
往
な
む
と
て
、「
潮
満
ち
ぬ
。
風
も
吹
き
ぬ
べ

し
」
と
さ
わ
げ
ば
、
船
に
乗
り
な
む
と
す
。

一
月
二
一
日

…
…
黒
鳥
と
い
ふ
鳥
、
岩
の
上
に
集
ま
り
居
り
。
そ
の
岩
の
も
と
に
、

波
白
く
う
ち
寄
す
。
楫
取
の
い
ふ
や
う
、「
黒
鳥
の
も
と
に
、
白
き
波
を

寄
す
」
と
ぞ
い
ふ
。
こ
の
こ
と
ば
、
何
と
に
は
な
け
れ
ど
も
、
も
の
い

ふ
や
う
に
ぞ
聞
こ
え
た
る
。
人
の
程
に
あ
は
ね
ば
、
と
が
む
る
な
り
。

二
月
四
日

楫
取
、「
今
日
、
風
雲
の
気
色
は
な
は
だ
悪
し
」
と
い
ひ
て
、
船
出
だ
さ

ず
な
り
ぬ
。
し
か
れ
ど
も
、
ひ
ね
も
す
に
波
風
立
た
ず
。
こ
の
楫
取
は
、

日
も
え
は
か
ら
ぬ
か
た
ゐ
な
り
け
り
。

　

一
二
月
二
七
日
条
「
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
で
」
に
代
表
さ
れ
る
性
質

こ
そ
嫌
悪
の
原
因
で
あ
る
。
一
月
二
一
日
「
人
の
程
に
あ
は
ね
ば
」
も
、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
解
さ
な
い
人
間
が
気
の
利
い
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ

た
、
と
い
う
意
で
、
一
貫
し
た
見
解
に
よ
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

　

楫
取
の
こ
の
よ
う
な
造
形）

8
（

を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
は
、
一
月
九
日
条

が
手
掛
か
り
と
な
る
。
楫
取
ら
が
、
船
旅
に
心
細
い
思
い
を
す
る
一
行
に

構
わ
ず
舟
唄
を
歌
う
場
面
で
あ
る
。

春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
、
わ
が
薄
に
手
切
る
切
る
、
摘
ん
だ

る
菜
を
、
親
や
ま
ぼ
る
ら
む
、
姑
や
食
ふ
ら
む
、
か
へ
ら
や
。

夜
べ
の
、
う
な
ゐ
も
が
な
、
銭
乞
は
む
、
虚
言
を
し
て
、
お
ぎ
の

り
わ
ざ
を
し
て
、
銭
も
持
て
来
ず
、
お
の
れ
だ
に
来
ず
。

こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
、
書
か
ず
。
こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、

海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
凪
ぎ
ぬ
。

　

こ
こ
で
逐
一
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、「
わ
か
す
す
き
」
が
「
若

薄
」
か
「
我
が
薄
」
か
、「
う
な
ゐ
」
の
性
別
の
如
何
な
ど
、
従
来
問
題
の

多
い
箇
所
で
あ
る
。
橋
下
智
史
氏
は
、
こ
れ
ら
の
舟
唄
に
つ
い
て
丁
寧
に

解
釈
を
行
っ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〈
先
行
研
究
3
〉 

（
橋
本
智
史
「『
土
佐
日
記
』「
ふ
な
う
た
」
注
釈
」『
京

都
大
学
國
文
學
論
叢
』
二
九
号
・
二
〇
一
三
年
三
月
）

「
春
の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
は
、
返
し
を
待
つ
も
の
で
あ
り
、「
春
の
野

で
泣
い
て
い
る
」
と
歌
う
側
に
対
し
て
「
苦
労
し
て
摘
ん
だ
菜
を
親

が
食
っ
て
い
る
か
ら
か
、
姑
が
食
べ
て
い
る
か
ら
か
」
と
い
う
滑
稽
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な
返
し
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
首
の
「
よ
ん
べ
の
う

な
ゐ
」
歌
謡
は
、
商
人
が
子
供
に
騙
さ
れ
た
歌
と
考
え
る
。
…
…
「
春

の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
の
「
春
の
野
」
や
「
音
を
（
ば
）
泣
く
」
と
い

う
言
葉
は
、
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
は
恋
歌
を
思
わ
せ
る
。
…
…
貫

之
が
こ
の
歌
謡
を
初
め
て
聞
い
た
と
き
、「
春
の
野
に
て
ぞ　

音
を
ば

泣
く
」
か
ら
、
何
ら
か
の
恋
歌
的
な
展
開
を
予
想
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
予
想
を
裏
切
り
、
歌
謡
は
滑
稽
な
返
し
へ
と
展
開

し
て
い
っ
た
。「
よ
ん
べ
の
う
な
ゐ
」
歌
謡
も
同
じ
く
、「
昨
夜
の
あ

の
子
に
会
い
た
い
な
あ
」
と
、
こ
の
初
句
の
み
を
聞
け
ば
、
一
夜
の

共
寝
を
し
た
相
手
に
も
う
一
度
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
歌
う
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
…
…
し
か
し
、
こ
の
歌
謡
も
そ
れ

を
裏
切
り
、「
銭
乞
は
む
」
と
滑
稽
な
内
容
を
展
開
し
て
い
く
。

　

一
月
九
日
に
「
こ
れ
な
ら
ず
多
」
く
歌
わ
れ
た
舟
唄
の
中
か
ら
こ
の
二

つ
が
選
ば
れ
載
せ
ら
れ
た
の
は
、
貫
之
が
「
恋
歌
的
な
展
開
」
が
裏
切
ら

れ
て
ゆ
く
点
に
着
目
し
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

　

土
佐
日
記
は
恋
で
な
い
に
せ
よ
人
情
の
働
き
を
尊
び
、
出
立
の
見
送
り

な
ど
で
は
「
心
ざ
し
」「
思
ひ
」
を
称
揚
し
て
い
る
。
一
方
で
、
そ
の
表
裏

の
よ
う
に
し
ば
し
ば
諧
謔
の
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
説
に

は
大
い
に
説
得
力
が
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
恋
歌
的
な
展
開
」
と
は
、
美

的
な
も
の
、
情
あ
る
も
の
を
よ
し
と
す
る
価
値
観
に
従
っ
て
動
く
世
界
で

あ
り
、「
鄙
」
に
対
す
る
「
都
」
の
文
化
で
あ
っ
て
、
一
二
月
二
七
日
条

「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
求
め
る
も
の
と
も
ほ
ぼ
同
義
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

以
下
、
こ
れ
を
仮
に
「
和
歌
的
世
界
」
と
呼
ぶ
。

　

楫
取
は
、
和
歌
的
世
界
か
ら
一
行
を
引
き
離
す
者
と
し
て
描
か
れ
る
（
点

線
部
）。

一
二
月
二
七
日
（
前
掲
「
早
く
往
な
む
と
て
、「
潮
満
ち
ぬ
。
風
も
吹
き
ぬ

べ
し
」
と
さ
わ
げ
ば
」）

一
月
一
七
日

曇
れ
る
雲
な
く
な
り
て
、
暁
月
夜
、
い
と
も
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
船
を

出
だ
し
て
漕
ぎ
ゆ
く
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
雲
の
上
も
、
海
の
底
も
、
同

じ
ご
と
く
に
な
む
あ
り
け
る
。
…
…
ま
た
、
あ
る
人
の
よ
め
る
歌
、

水
底
の
月
の
上
よ
り
漕
ぐ
船
の
棹
に
さ
は
る
は
桂
な
る
ら
し

こ
れ
を
聞
き
て
、
あ
る
人
の
ま
た
よ
め
る
、

か
げ
見
れ
ば
波
の
底
な
る
ひ
さ
か
た
の
空
漕
ぎ
わ
た
る
わ
れ
ぞ
わ

び
し
き

か
く
い
ふ
間
に
、
夜
や
う
や
く
明
け
ゆ
く
に
、
楫
取
ら
、「
黒
き
雲
に
は

か
に
出
で
来
ぬ
。
風
吹
き
ぬ
べ
し
。
御
船
返
し
て
む
」
と
い
ひ
て
船
返

る
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
雨
降
り
ぬ
。
い
と
わ
び
し
。
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二
月
五
日

…
…
か
く
い
ひ
て
、
な
が
め
つ
つ
来
る
あ
ひ
だ
に
、
ゆ
く
り
な
く
風
吹

き
て
、
漕
げ
ど
も
漕
げ
ど
も
、
後
へ
退
き
に
退
き
て
、
ほ
と
ほ
と
し
く

う
ち
は
め
つ
べ
し
。
楫
取
り
の
い
は
く
、「
こ
の
住
吉
の
明
神
は
、
例
の

神
ぞ
か
し
。
ほ
し
き
物
ぞ
お
は
す
ら
む
」
と
は
、
い
ま
め
く
も
の
か
。

さ
て
、「
幣
を
奉
り
給
へ
」
と
い
ふ
。
い
ふ
に
従
ひ
て
、
幣
奉
る
。
か
く

奉
れ
れ
ど
も
、
も
は
ら
風
や
ま
で
、
い
や
吹
き
に
、
い
や
立
ち
に
、
風

波
の
あ
や
ふ
け
れ
ば
、
楫
取
、
ま
た
い
は
く
、「
幣
に
は
御
心
の
い
か
ね

ば
御
船
も
行
か
ぬ
な
り
。
な
ほ
、
う
れ
し
と
思
ひ
給
ぶ
べ
き
物
奉
り
給

べ
」
と
い
ふ
。
ま
た
、
い
ふ
に
従
ひ
て
、
い
か
が
は
せ
む
と
て
、「
眼
も

こ
そ
二
つ
あ
れ
。
た
だ
一
つ
あ
る
鏡
を
奉
る
」
と
て
、
海
に
う
ち
は
め

つ
れ
ば
、
口
惜
し
。
さ
れ
ば
、
う
ち
つ
け
に
、
海
は
鏡
の
面
の
ご
と
な

り
ぬ
れ
ば
、
あ
る
人
の
よ
め
る
歌
、

ち
は
や
ぶ
る
神
の
心
を
荒
る
る
海
に
鏡
を
入
れ
て
か
つ
見
つ
る　

か
な

い
た
く
、「
住
江
」「
忘
草
」「
岸
の
姫
松
」
な
ど
い
ふ
神
に
は
あ
ら
ず
か

し
。
…
…
楫
取
の
心
は
、
神
の
御
心
な
り
け
り
。

　

楫
取
は
一
二
月
二
七
日
に
心
の
こ
も
っ
た
和
歌
の
や
り
取
り
を
妨
害
し

た
後
、
一
月
一
七
日
は
ま
さ
に
暁
月
夜
、
漢
詩
、
和
歌
と
揃
い
踏
み
の
楽

し
み
を
破
壊
し
て
い
る
し
、
二
月
五
日
に
は
楫
取
が
住
吉
の
神
の
意
志
の

代
弁
者
と
な
る
こ
と
で
、
一
行
は
住
吉
の
神
が
風
雅
な
歌
に
詠
ま
れ
る
べ

き
神
な
ど
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。
な
お
、
こ
の
条
で

は
ま
た
楫
取
が
船
子
へ
の
命
令
を
偶
然
に
も
歌
め
い
た
三
十
一
文
字
で
伝

え
、
そ
れ
を
一
行
が
「
あ
や
し
く
」
と
評
す
る
。
こ
れ
は
一
月
二
一
日
に

あ
っ
た
「
黒
鳥
に
白
き
波
」、「
人
の
ほ
ど
に
あ
は
ね
ば
」
と
同
じ
く
、
楫

取
の
人
格
と
和
歌
・
秀
句
が
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ

る
か
ら
こ
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

近
藤
さ
や
か
氏
は
、
伊
勢
物
語
が
土
佐
日
記
の
場
面
構
成
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
伊
勢
を
初
め
と
し
た
古
歌
の
パ
ロ
デ

ィ
的
な
場
面
に
つ
い
て
「
業
平
に
し
て
も
仲
麻
呂
に
し
て
も
、
伝
説
と
化

し
た
昔
、
過
去
の
人
物
だ
が
、
状
況
が
異
な
る
だ
け
で
、
彼
ら
の
い
た
空

間
を
幻
視
し
、
思
い
を
共
有
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
な
範
囲
に
あ
る
と
一

行
は
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
思
い
は
幻
想
に
過
ぎ
な

か
っ
た）

9
（

」
と
説
明
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
世
界
は

少
な
く
と
も
作
中
に
お
い
て
は
決
し
て
お
の
ず
か
ら
綻
び
て
い
く
も
の
で

は
な
い
。
一
行
は
そ
の
よ
う
な
世
界
を
求
め
て
行
動
し
て
は
、
一
月
七
日

の
「
破
子
持
た
せ
て
来
た
る
人
」
や
楫
取
と
い
っ
た
人
物
の
妨
害
に
あ
っ

て
断
念
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。

　

楫
取
の
こ
の
よ
う
な
造
形
は
、
先
に
見
て
き
た
船
君
や
淡
路
の
専
女
な
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ど
と
は
違
い
和
歌
の
評
価
そ
の
も
の
に
は
関
わ
ら
な
い
。
代
わ
り
に
、「
も

の
の
あ
は
れ
」
を
解
さ
な
い
も
の
、
和
歌
的
世
界
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も

の
と
し
て
の
役
割
を
背
負
い
、
そ
の
上
で
非
難
・
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
。
土

佐
日
記
に
お
い
て
は
、
和
歌
的
世
界
は
至
上
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
『
土
左
日
記
虚
構
論
』
は
、
和
歌
・
日
本
・
仮
名
文
・
受
領
・
私
的
空
間

と
い
う
象
徴
的
な
『
女
』（
劣
位
項
）
が
漢
詩
文
・
唐
土
・
漢
字
・
貴
族
階

級
・
公
的
空
間
と
い
っ
た
象
徴
的
な
『
男
』（
優
位
項
）
を
脱
構
築
し
て
い

る
と
分
析
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

〈
先
行
研
究
4
〉 

（
東
原
伸
明
『
土
左
日
記
虚
構
論　

初
期
散
文
文
学
の

生
成
と
国
風
文
化
』
第
9
章
2
「
階
層
に
対
す
る
ま
な

ざ
し
―
差
別
の
意
識
と
関
心
と
」・
武
蔵
野
書
院
・
二

〇
一
五
年
）

歴
史
社
会
に
実
存
し
た
紀
貫
之
は
、
貴
族
に
奉
仕
す
る
中
流
の
階
層
、

受
領
の
階
級
に
属
し
て
お
り
、
自
己
の
属
す
る
社
会
の
上
と
下
の
階

級
に
目
配
り
の
で
き
る
位
置
・
位
相
に
い
た
。
…
…
だ
か
ら
、
和
歌

は
そ
う
し
た
下
層
の
民
衆
の
間
か
ら
も
胚
胎
し
て
来
る
も
の
と
し
て
、

そ
の
実
例
を
示
そ
う
と
い
う
の
が
趣
旨
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
『
土

左
日
記
』
の
場
合
は
、
そ
こ
に
「
鄙
」
と
い
う
、
地
方
性
も
加
わ
っ

て
く
る
の
だ
。
…
…
『
土
左
日
記
』
の
書
き
手
は
、
下
層
の
民
、
民

衆
に
対
し
て
差
別
的
な
感
情
を
抱
き
つ
つ
も
、
和
歌
の
下
に
は
平
等

だ
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
も
の
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
の
中
で
氏
は
、
楫
取
の
ほ
か
一
月
二
二
日
「
幼
き
童
」
や
二
六

日
「
女
の
童
」
な
ど
を
社
会
の
「
最
下
層
の
民
衆
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
、

「
和
歌
は
貴
族
圏
の
人
々
の
嗜
み
で
あ
り
、
下
層
の
民
な
ど
に
は
和
歌
を
解

す
る
よ
う
な
感
性
が
あ
る
は
ず
も
な
い
と
い
う
常
識
」
を
土
左
日
記
が
「
覆

す
」
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
二
に
お
い
て
一
月
七
日
記
事
に
も
見
た
よ
う
に
、
土
佐

日
記
は
詠
者
の
優
劣
と
和
歌
の
質
と
の
間
に
積
極
的
な
関
連
を
見
出
し
て

い
る
。「
鄙
」
の
男
で
あ
る
「
破
子
持
た
せ
て
来
た
る
人
」
の
歌
は
、
都
か

ら
来
て
都
へ
帰
っ
て
い
く
一
行
に
黙
殺
さ
れ
、
都
か
ら
男
に
つ
い
て
下
っ

て
き
た
若
菜
の
女
性
や
、
帰
京
の
旅
の
一
員
で
あ
る
童
の
歌
は
、
そ
れ
と

比
し
て
称
え
ら
れ
る
。
漢
詩
文
ま
で
も
包
摂
し
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」、
和

歌
的
世
界
の
価
値
観
は
至
上
の
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、「
鄙
」
と
「
都
」
の

間
に
は
価
値
の
相
克
、
脱
構
築
は
起
こ
り
え
な
い
。
一
二
月
二
七
日
に
船

の
見
送
り
に
集
っ
た
人
々
に
せ
よ
、
一
月
二
一
日
記
事
で
舟
唄
を
歌
う
童

に
せ
よ
、
都
的
な
美
意
識
に
沿
っ
て
行
動
す
る
限
り
に
お
い
て
「
あ
は
れ
」

な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
外
れ
れ
ば
住
吉
の
神
で
さ
え
「
す
み
の
え
、
忘

れ
草
、
岸
の
姫
松
な
ど
い
ふ
神
に
は
あ
ら
ず
か
し
」
と
失
望
と
と
も
に
語
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ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
和
歌
の
下
で
の
平
等
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
、
和
歌
的
世
界
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
人
格
に
序
列
を
つ
け
る
も
の
で

あ
る
。

　

以
上
、
土
佐
日
記
の
人
物
描
写
を
追
い
、
直
接
的
な
和
歌
批
評
以
外
の

場
面
で
の
人
物
造
形
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
い
ず
れ
も
和
歌
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

①
船
君
は
和
歌
の
批
評
者
で
あ
り
、
そ
の
個
性
は
和
歌
と
と
も
に
表
れ

る
。

②
亡
女
児
の
父
母
は
哀
傷
歌
を
詠
む
装
置
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

③
淡
路
の
専
女
（
淡
路
の
島
の
大
御
）
は
、
和
歌
と
そ
の
詠
者
の
属
性

と
に
は
本
来
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

④
楫
取
は
和
歌
的
世
界
と
相
容
れ
な
い
も
の
の
代
表
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
嫌
悪
・
軽
蔑
さ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
二
で
の
仮
説
「
和
歌
の
詠
者
に
対
し
て
特
別
に
分
量
を
割
い

た
説
明
が
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
和
歌
批
評
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
る
。
土
佐
日
記
の
人
物
は
、
和
歌

の
提
示
・
演
出
・
修
飾
の
た
め
に
造
形
さ
れ
、
配
置
さ
れ
て
い
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

土
佐
日
記
の
和
歌
批
評
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
直
接
の
論
評

や
古
歌
の
解
説
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
人
物
描
写
と
い
う
方
法
に
よ
っ

て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
和
歌
の
出
来
不
出
来
と
詠
者
の
人
格
の
優

劣
と
を
関
連
づ
け
る
と
と
も
に
、
詠
作
状
況
や
詠
者
の
属
性
に
合
っ
た
和

歌
を
「
似
つ
か
は
し
」
と
し
て
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
土
佐
日
記
の
い
わ
ゆ
る
歌
論
的
主
題
は
、
期
間
的
に
は
日
記
の

最
終
日
で
あ
る
二
月
一
六
日
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら

に
頻
度
と
し
て
は
日
記
中
の
ほ
ぼ
全
編
に
渡
っ
て
出
現
す
る
。

　

土
佐
日
記
の
亡
女
児
哀
傷
記
事
を
自
照
的
主
題
と
位
置
付
け
、
歌
論
を

そ
れ
に
比
し
て
表
層
的
な
も
の
と
見
な
す
捉
え
方
に
は
大
い
に
再
考
の
余

地
が
あ
ろ
う
。

注
（
1
）　

萩
谷
朴
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』（
角
川
書
店
・
昭
和
四
二
年
）

（
2
）　

菊
池
靖
彦
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

土
佐
日
記　

蜻
蛉
日

記
』（
小
学
館
・
一
九
九
五
年
）

（
3
）　

野
村
精
一
「
虚
構
、
ま
た
は
方
法
に
つ
い
て
―
散
文
空
間
論
へ

の
途
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
四
四
巻
二
号
・
昭
和
五
四
年
二
月
）
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（
4
）　

一
二
月
二
二
日
「
上
、
中
、
下
、
酔
ひ
飽
き
て
」、
一
二
月
二
七
日

「
あ
る
人
々
も
え
堪
へ
ず
」「
あ
る
人
々
、
折
節
に
つ
け
て
」
の
類
で
あ

る
。

（
5
）　

例
外
と
し
て
、
一
二
月
二
七
日
「
藤
原
の
と
き
ざ
ね
、
橘
の
す
ゑ

ひ
ら
、
こ
と
人
々
、
追
ひ
き
た
り
」、
一
月
九
日
「
藤
原
の
と
き
ざ
ね
、

橘
の
す
ゑ
ひ
ら
、
長
谷
部
の
ゆ
き
ま
さ
ら
な
む
、
御
館
よ
り
出
で
給
び

し
日
よ
り
、
こ
こ
か
し
こ
に
追
ひ
く
る
。
こ
の
人
々
ぞ
心
ざ
し
あ
る
人

な
り
け
る
。
こ
の
人
々
の
深
き
心
ざ
し
は
、
こ
の
海
に
も
劣
ら
ざ
る
べ

し
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
同
九
日
の
和
歌
「
思
ひ
や
る
心
は
海
を
渡
れ
ど

も
ふ
み
し
な
け
れ
ば
知
ら
ず
や
あ
る
ら
む
」
詠
に
お
い
て
、
互
い
に
真

情
の
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
伏
線
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
直
接
の
和
歌
批
評
が
さ
れ
な
い
た
め
本
文
中
に
は
載
せ
な
か
っ

た
が
、
和
歌
の
た
め
の
人
物
描
写
の
一
種
で
あ
る
。

（
6
）　

徳
原
茂
実
「
土
左
日
記「
船
の
を
さ
し
け
る
翁
」
に
つ
い
て
―
前

国
守
（
船
君
）
像
の
確
定
へ
―
」（『
武
庫
川
国
文
』
第
七
八
号
・
平

成
二
六
年
三
月
）
は
、
一
月
一
八
日
歌
及
び
二
一
日
歌
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
言
う
。

 

① 

一
月
一
八
日
歌
は
船
君
の
作
歌
で
は
な
く
、「
船
の
長
し
け
る
翁
」
と

呼
ば
れ
る
神
職
の
歌
で
あ
る
。

 

　

・ 

船
君
は
和
歌
の
不
得
意
な
人
物
（
前
掲
二
月
一
日
、
七
日
参
照
）

だ
が
、「
船
の
長
し
け
る
翁
」
は
一
月
一
八
日
の
二
人
の
歌
に
つ
い

て
「
す
こ
し
よ
ろ
し
」
と
判
断
を
下
し
、
さ
ら
に
そ
の
二
首
を
止

揚
す
る
か
の
よ
う
な
内
容
の
歌
を
詠
ん
で
い
て
、
和
歌
の
道
に
通

じ
て
い
る

 

　

・ 「
船
の
長
し
け
る
翁
」
は
「
船
の
長
」
と
い
う
役
目
を
「
す
る
」
翁

の
意
だ
が
、「
船
君
」
は
「
船
君
な
る
人
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
お

り
、
船
君
「
で
あ
る
」
人
物

 

② 

一
月
二
一
日
歌
は
、
土
佐
日
記
の
書
き
手
で
あ
る
女
性
が
船
君
の
心

情
を
忖
度
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

 

　

・ 

土
佐
日
記
に
お
い
て
和
歌
や
会
話
文
は
ほ
ぼ
す
べ
て
「
詠
め
り
」

「
い
は
く
」「
言
ふ
」
等
の
語
で
そ
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

主
語
不
明
で
そ
の
よ
う
な
語
も
な
い
当
該
歌
は
船
君
の
台
詞
で
は

な
く
地
の
文
と
し
て
書
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る

 

し
か
し
ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
船
君
は
一
二
月
二
七
日
と
二
月
六
日
に

他
者
の
、
二
月
七
日
に
は
自
身
の
和
歌
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
作
歌

と
歌
の
評
価
は
ま
っ
た
く
別
の
技
能
で
あ
り
、
船
君
が
作
歌
技
術
に
は

習
熟
せ
ず
と
も
批
評
者
と
し
て
有
能
で
あ
っ
て
不
自
然
な
こ
と
は
な
い
。

か
つ
、
こ
こ
で
「
船
の
長
し
け
る
翁
」
が
詠
ん
だ
の
は
前
の
二
首
の
論

評
に
も
近
い
歌
で
あ
る
。
自
ら
詠
み
出
す
こ
と
は
不
得
手
な
船
君
が
二

首
の
尻
馬
に
乗
る
形
で
詠
ん
で
み
せ
た
と
す
れ
ば
、「
人
物
造
形
の
破
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綻
」
と
い
う
に
は
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
「
船
君
」
が
「
船
の
雇
い
主
で

あ
り
、
最
も
格
上
の
船
客
」、「
船
の
長
し
け
る
翁
」
が
「
船
客
一
行
の

長
老
格
と
し
て
統
率
す
る
翁
」
と
見
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
意
義
に
「
で
あ
る
」、

「
す
る
」
が
問
題
な
く
並
立
す
る
。
他
に
そ
の
言
動
の
一
切
描
か
れ
な
い

神
職
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。

 

　

②
に
つ
い
て
は
徳
原
氏
説
に
合
理
性
が
あ
る
。
し
か
し
日
記
の
書
き

手
た
る
女
性
は
し
ば
し
ば
船
中
の
一
行
の
心
理
を
代
弁
す
る
役
割
を
負

っ
て
お
り
、
こ
と
和
歌
詠
に
つ
い
て
は
そ
の
詠
作
動
機
を
詳
細
に
語
る

場
面
も
多
い
。
こ
れ
は
作
中
の
一
人
物
に
よ
る
推
測
と
い
う
よ
り
は
、

日
記
の
書
き
手
と
し
て
人
物
の
正
確
な
表
現
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
よ
っ
て
人
物
造
形
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
当
該
歌
の
詠
者
が
ど

ち
ら
で
あ
る
に
せ
よ
、
船
君
は
旅
路
の
苦
し
み
と
老
い
の
嘆
き
を
抱
え

て
い
た
も
の
と
見
な
せ
る
。

（
7
）　

一
行
全
体
の
代
表
と
し
て
行
動
が
描
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
一
二

月
二
一
日
条
「
あ
る
人
、
県
の
四
年
五
年
果
て
て
、
…
…
住
む
館
よ
り

出
で
て
、
船
に
乗
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
渡
る
」、
一
月
一
四
日
条
「
船
君
、

節
忌
す
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
人
物
造
形
の
内
に
入
れ
て
い
な
い
。

（
8
）　

同
種
の
造
形
が
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
九
・
羈
旅
歌
・
四
一
一
の

詞
書
ま
た
は
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
渡
し
守
に
見
ら
れ
る
と
指
摘
が

あ
る
。『
北
村
季
吟
古
註
集
成　

土
佐
日
記
抄
』（
新
典
社
・
一
九
七
八

年
）。

（
9
）　

近
藤
さ
や
か
「『
土
佐
日
記
』
に
お
け
る
「
渚
の
院
」
幻
想
」（『
物

語
研
究
』
第
一
〇
号
・
二
〇
一
〇
年
三
月
）

〔
付
記
〕
本
稿
は
二
〇
一
五
年
六
月
二
〇
日
開
催
の
中
古
文
学
会
関
西
部
会

で
の
発
表
に
、
質
疑
応
答
の
席
上
等
に
て
賜
っ
た
御
教
示
を
踏
ま
え
加
筆

訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
き
た
じ
ま　

つ
む
ぎ
／
本
学
大
学
院
生
）


