
﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

寺

川

眞

知

夫

(は
じ
め
に
︶

万
葉
集
巻
一
︱
五
番
歌
は
﹁
高
市
岡
本
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
天
皇
の

代

息
長
足
日
広
額
天
皇

﹂
の
歌
と
さ
れ
題
詞
に
は
﹁
讃
岐
国
安
益
郡
に
幸
し
し
時
︑

軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂
と
あ
る
︒

坂
本
信
幸
氏①
は
︑﹁
讃
岐
国
安
益
郡
﹂
行
幸
の
時
の
歌
と
さ
れ
る
軍
王
の
歌

の
問
題
点
と
し
て
︑
①
作
者
軍
王
の
問
題
︑
②
二
十
九
句
か
ら
な
る
長
歌
の
形

式
面
の
完
成
度
の
高
さ②
お
よ
び
﹁
大
夫
﹂・﹁
遠
つ
神
﹂
な
ど
の
用
語
か
ら
推
定

さ
れ
る
詠
作
時
期
の
新
し
さ③
と
万
葉
集
の
時
代
配
列
の
違
和
感
の
問
題
︑
③

﹁
山
﹂
の
理
解
の
問
題
な
ど
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
︒
山
の
理
解
に
つ
い
て
は
㋑

故
郷
を
偲
ば
せ
る
山④
︑
㋺
恋
人
と
の
間
を
隔
て
る
山⑤
な
ど
を
あ
げ
ら
れ
た
が
︑

そ
の
後
も
︑
㋩
国
見
の
あ
っ
た
山⑥
︑
境
界
を
な
す
山⑦
な
ど
の
説
が
出
さ
れ
て
い

る
︒

作
品
の
完
成
度
の
高
さ
を
い
う
と
き
︑
益
田
勝
実
氏
が
︑
そ
の
後
文
字
化
さ

れ
た
か
ど
う
か
︑
か
つ
て
受
講
し
た
集
中
講
義
に
お
い
て
︑﹃
竹
取
物
語
﹄︑

﹃
伊
勢
物
語
﹄︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
あ
げ
︑
完
成
度
の
高
い
作
品
が
後
か
ら
現
れ

る
と
は
限
ら
ず
︑
最
初
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
︑
記
憶

に
蘇
る
︒
こ
の
見
解
を
当
該
歌
に
及
ぼ
せ
ば
︑
完
成
度
の
高
さ
で
本
歌
の
古
さ

新
し
さ
が
決
せ
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
︒

歌
意
に
つ
い
て
は
稲
岡
耕
二
氏
が
︑

題
詞
︑
お
よ
び
﹃
代
匠
記
﹄
な
ど
の
注
に
し
た
が
っ
て
﹁
遠
つ
神

吾
が

大
君
の

い
で
ま
し
の

山
越
す
風
﹂
の
部
分
を
理
解
し
つ
つ
右
の
歌
を
通

読
す
れ
ば
︑
天
皇
︵
舒
明
︶
の
行
幸
に
従
駕
し
た
作
者
︵
軍
王
︶
が
︑
天
皇

を
﹁
遠
つ
神

吾
が
大
君
﹂
と
讃
え
︑
自
己
を
﹁
大
夫
﹂
と
自
負
し
な
が
ら

も
︑
望
郷
の
念
に
堪
え
か
ね
︑
家
妻
を
思
っ
て
嘆
い
て
い
る
歌
と
知
ら
れ
る⑧
︒

と
さ
れ
た
よ
う
に
︑
行
幸
従
駕
者
軍
王
の
望
郷
・
妻
恋
を
歌
っ
た
と
み
る
の
が

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

一
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一
般
的
で
あ
る
︒﹁
太
上
天
皇
︑
難
波
の
宮
に
幸
し
し
時
の
歌
﹂
と
の
題
詞
を

も
つ
︑
身
人
部
王
の
従
駕
歌
︑

大
伴
の
御
津
の
浜
に
あ
る
忘
れ
貝
家
に
あ
る
妹
を
忘
れ
て
思
へ
や

︵
一
︱
六
八
)

な
ど
は
︑
行
幸
に
従
駕
し
な
が
ら
妻
へ
の
恋
を
歌
う
具
体
例
に
な
る
︒
た
だ
︑

五
番
歌
は
妻
へ
の
恋
慕
を
原
因
と
す
る
の
と
は
異
な
る
孤
独
感
と
疎
外
感
が
歌

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
︑
違
和
感
を
覚
え
る
︒
そ
の
孤
独
感
・
疎
外
感
は
山

を
越
す
風
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
歌
う
︒
歌
の
理
解
は
︑
作
者
の
立
場
︑
い
る
場

所
︑
詠
作
時
の
状
況
を
如
何
に
想
定
す
る
か
で
︑
大
き
く
変
わ
る
︒
た
と
え
ば
︑

額
田
王
の
熟
田
津
の
歌
は
時
と
場
の
想
定
の
仕
方
次
第
で
大
き
く
意
味
を
変
え

る
例
に
な
る
︒
五
番
歌
の
孤
独
感
の
表
現
も
作
者
軍
王
の
担
っ
た
行
幸
時
の
任

務
や
こ
れ
に
伴
う
居
場
所
の
設
定
次
第
で
新
た
な
理
解
も
可
能
に
な
る
︒
本
稿

で
は
︑
で
き
る
限
り
題
詞
を
含
む
表
現
に
即
し
た
細
か
な
条
件
設
定
を
し
つ
つ

解
釈
を
試
み
て
み
た
い
︒

軍
王
は
行
幸
従
駕
者
と
み
る
が
︑
讃
岐
国
行
幸
の
時
︑
如
何
な
る
任
務
を
担

い
︑
ど
の
よ
う
な
立
場
で
如
何
な
る
場
所
に
い
た
の
か
︑
条
件
設
定
は
推
測
に

頼
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
し
て
も
︑
題
詞
の
検
討
を
含
め
︑
表
現
に
即
し
た
多

様
な
可
能
性
を
考
え
て
み
る
の
も
理
解
を
深
め
る
上
で
は
大
切
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
題
詞
の
信
憑
性
は
確
か
で
な
い
と
す
る
説
も
あ
る
が
︑
題
詞
を
無
視
す

る
と
︑
万
葉
集
と
し
て
の
理
解
は
成
り
立
た
な
く
な
り
か
ね
ず
︑
本
稿
で
は
題

詞
を
万
葉
集
編
者
の
理
解
を
示
す
表
現⑨
と
み
て
尊
重
す
る
︒
た
だ
し
︑
客
観
的

事
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
表
現
に
は
個
別
に
検
討
を
加
え
た
い
︒

︵
一
︶

題
詞
の
検
討

本
歌
の
題
詞
は
︑﹁
讃
岐
国
安
益
郡
に
幸
し
し
時
︑
軍
王
の
山
を
見
て
作
る

歌
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
題
詞
を
如
何
に
読
む
か
︑
こ
れ
は
①
﹁
讃
岐
国
安
益
郡
に

幸
し
し
時
﹂︑
②
﹁
軍
王
﹂
︑
③
﹁
山
を
見
て
作
る
﹂
の
三
つ
の
部
分
か
ら
な
り
︑

そ
れ
ぞ
れ
に
注
意
が
払
わ
れ
て
き
た
︒

①
﹁
讃
岐
国
安
益
郡
に
幸
し
し
時
﹂
は
︑
何
天
皇
の
行
幸
か
示
さ
な
い
が
︑

五
番
歌
は
︑﹁
高
市
岡
本
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
天
皇
の
代
﹂
に
配
さ
れ

て
い
る
の
で
︑
舒
明
天
皇
の
行
幸
と
み
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
讃
岐
国
へ
の
行
幸

は
舒
明
紀
だ
け
で
な
く
︑
他
の
天
皇
紀
に
つ
い
て
も
記
録
が
な
い
︒
左
注
も
す

で
に
問
題
に
し
︑
﹁
類
聚
歌
林
﹂
も
指
摘
す
る
舒
明
天
皇
十
一
年
の
伊
予
温
湯

宮
へ
の
行
幸
を
踏
ま
え
て
︑
﹁
け
だ
し
こ
こ
よ
り
便
ち
幸
し
し
か
︒
﹂
と
推
測
す

る
︒
こ
の
温
湯
宮
へ
の
行
幸
は
第
八
番
歌
の
左
注
も
触
れ
︑﹁
山
上
憶
良
大
夫

の
類
聚
歌
林
を
檢
ふ
る
に
曰
は
く
︑
飛
鳥
岡
本
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
天

皇
の
元
年
己
丑
九
年
丁
酉
の
十
二
月
己
巳
の
朔
の
壬
午
︑
天
皇
大
后
︑
伊
予
の

湯
の
宮
に
幸
す
︒
﹂
と
す
る
︒
両
者
の
月
と
干
支
は
合
致
す
る
が
︑
年
記
は
齟

齬
す
る
︒
舒
明
紀
は
五
番
歌
左
注
の
類
聚
歌
林
の
指
摘
ど
お
り
︑
十
一
年
末
か

ら
翌
年
春
に
か
け
て
の
伊
予
温
湯
宮
行
幸
記
事
を
記
す
︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂
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十
二
月
の
己
巳
の
朔
壬
午
︵
一
四
日
︶
に
︑
伊
予
温
湯
宮
に
幸
す
︒

︵
舒
明
天
皇
紀
十
一
年
)

夏
四
月
の
丁
卯
の
朔
壬
午
︵
一
六
日
︶
に
︑
天
皇
︑
伊
予
よ
り
至
り
お
は

し
ま
し
︑
便
に
厩
坂
宮
に
居
し
ま
す
︒

︵
舒
明
天
皇
紀
十
二
年
)

と
い
う
︒
伊
予
の
温
湯
宮
に
行
幸
し
た
天
皇
は
他
に
も
斉
明
天
皇
が
あ
る
︒
斉

明
七
年
の
行
幸
は
正
月
壬
寅
︵
六
日
︶
に
難
波
を
出
発
︑
三
日
目
︑
甲
辰
︵
八

日
︶
に
邑
久
に
着
き
︑
同
道
の
大
田
皇
女
が
大
伯
皇
女
を
出
産
︑
九
日
目
︑

﹁
庚
戌
︵
一
四
日
︶
に
︑
御
船
︑
伊
予
の
熟
田
津
の
石
湯
行
宮
に
泊
つ
︒﹂
と
あ

る
︒
舒
明
天
皇
の
行
幸
の
行
程
は
南
海
道
の
紀
ノ
川
河
口
か
ら
の
出
発⑩
と
み
て

も
︑
斉
明
天
皇
と
同
じ
く
難
波
か
ら
の
出
発
と
み
て
も
︑
ほ
ぼ
同
様
の
日
数
で

讚
岐
国
安
益
郡
を
経
て
い
よ
う
︒
行
幸
の
途
中
で
讚
岐
に
立
ち
寄
っ
た
と
み
る

と
︑
舒
明
天
皇
の
石
湯
宮
へ
の
行
幸
の
場
合
︑
行
き
は
十
二
月
で
長
歌
の
﹁
霞

立
つ

長
き
春
日
の

暮
れ
に
け
る
﹂
や
︑
反
歌
の
﹁
寝
る
夜
お
ち
ず
﹂
の
表

現
に
適
わ
な
い
が
︑
帰
途
は
廐
坂
宮
へ
の
帰
着
が
四
月
壬
午
︵
一
六
日
︶
な
の

で
適
う
︒
斉
明
天
皇
の
行
幸
の
場
合
は
正
月
で
︑
西
行
き
の
み
で
あ
る
か
ら
合

致
し
な
い
︒

次
に
行
幸
の
地
︑﹁
讃
岐
国
安
益
郡
﹂
で
あ
る
が
︑
舒
明
朝
に
は
律
令
制
的

国
郡
制
は
未
整
備
で
︑
周
知
の
ご
と
く
︑
大
宝
令
以
前
︑﹁
郡
﹂
は
﹁
評
﹂
と

表
記
さ
れ
︑
大
化
以
前
は
国
県
制
︵
大
化
二
年
八
月
条
詔
︶
で
あ
っ
た
︒
と
す

る
と
︑
安
益
郡
に
行
幸
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は
︑
律
令
の
国
郡
制
に
基
づ
く
記

述
で
︑
本
来
な
ら
讚
岐
国
安
益
県
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒

讚
岐
国
を
治
め
た
讃
岐
国
造
の
祖
先
に
つ
い
て
は
︑
景
行
紀
が
︑

次
妃
五
十
河
媛
︑
神
櫛
皇
子
・
稲
背
入
彦
皇
子
を
生
め
り
︒
其
の
兄
神
櫛

皇
子
は
︑
こ
れ
讃
岐
国
造
の
始
祖
な
り
︒
弟
稲
背
入
彦
皇
子
は
︑
こ
れ
播
磨

別
の
始
祖
な
り
︒

︵
景
行
天
皇
四
年
二
月
甲
子
条
)

と
す
る
が
︑
景
行
記
は
神
櫛
王
の
条
で
は
こ
れ
に
触
れ
な
い
︒
た
だ
︑
平
館
英

子
氏
指
摘⑪
の
と
お
り
︑
景
行
記
は
綾
郡
の
倭
建
命
の
子
建
貝
児
王
の
子
孫
讃
岐

綾
君
に
言
及
す
る
︒
綾
君
に
つ
い
て
は
紀
も
︑

初
め
︑
日
本
武
尊
︑︵
中
略
︶︑
ま
た
︑
妃
吉
備
武
彦
が
女
吉
備
穴
戸
武
媛
︑

武
卵
王
と
十
城
別
王
と
を
生
め
り
︒
そ
の
兄
武
卵
王
は
︑
こ
れ
讃
岐
綾
君
の

始
祖
な
り
︒
弟
十
城
別
王
は
︑
是
伊
予
別
君
の
始
祖
な
り
︒

︵
景
行
天
皇
五
十
一
年
八
月
壬
子
条
)

と
す
る
︒﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
も
天
孫
本
紀
景
行
天
皇
の
条
で
は
紀
を
継
承
し

﹁
神
櫛
別
命
﹂
を
﹁
讃
岐
国
造
祖
︒﹂
︑
成
務
紀
で
日
本
武
尊
の
児
﹁
武
卵
王
﹂

を
﹁
讚
岐
綾
君
等
祖
﹂
と
す
る
他
︑
紀
に
は
み
え
な
い
︑
景
行
天
皇
の
皇
子

﹁
櫛
見
皇
命
﹂
に
つ
い
て
も
﹁
讃
岐
国
造
祖
﹂︵
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
巻
第
七
天

皇
本
紀
・
景
行
天
皇
条
︶
と
し
︑
混
乱
が
み
ら
れ
る
︒

讃
岐
に
は
他
に
有
力
豪
族
︑
日
本
武
尊
が
捕
虜
に
し
た
蝦
夷
の
子
孫
佐
伯
氏

も
い
た
︵
景
行
天
皇
五
十
一
年
八
月
壬
子
条
︶
が
︑
空
海
の
出
身
地
を
考
え
る

と
︑
善
通
寺
・
多
度
津
あ
た
り
を
地
盤
と
し
た
と
み
ら
れ
︑
安
益
郡
か
ら
は
外

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂
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れ
る
︒
ま
た
日
本
武
尊
の
子
孫
と
さ
れ
る
讃
岐
綾
君
も
安
益
郡
を
地
盤
と
す
る

豪
族
で
は
あ
っ
て
も
︑
国
造
で
は
な
く
︑
県
主
ク
ラ
ス
と
み
ら
れ
る
︒
神
櫛
別

命
の
子
孫
と
櫛
見
皇
命
の
子
孫
の
い
ず
れ
が
国
造
か
は
と
も
か
く
︑
景
行
紀
に

従
い
︑
神
櫛
皇
子
の
子
孫
と
み
て
お
き
た
い
︒

律
令
制
の
時
代
に
入
っ
て
国
府
が
置
か
れ
た
地
は
︑
地
元
の
最
有
力
豪
族
︑

国
造
の
居
館
の
近
く
と
み
る
と
︑
讃
岐
国
の
場
合
︑
綾
川
の
上
流
︑
坂
出
市
府

中
町
あ
た
り
が
そ
の
地
と
み
ら
れ
る
︒
舒
明
天
皇
は
伊
予
の
石
湯
宮
で
の
逗
留

中
に
讚
岐
国
造
か
ら
綾
県
へ
の
行
幸
の
求
め
を
受
け
︑
こ
れ
に
応
じ
て
︑
帰
途⑫
︑

四
国
北
岸
を
東
行
し
︑
お
そ
ら
く
綾
川
河
口
近
く
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
津
頭
の

津⑬
に
寄
港
し
︑
小
舟
に
乗
り
換
え
て
綾
川
を
遡
上
︑
も
し
く
は
綾
川
沿
い
に
陸

路
を
南
下
し
て
︑
府
中
町
あ
た
り
の
讃
岐
国
造
の
家
︑
も
し
く
は
国
造
の
提
供

し
た
行
宮
に
入
り
︑
滞
在
し
た
と
想
定
さ
れ
る
︒
讃
岐
国
の
国
衙
の
跡
は
未
確

定
な
が
ら
︑
国
造
の
任
務
に
は
︑﹁
皇
室
・
中
央
豪
族
な
ど
の
巡
行
に
際
し
て

の
接
待
や
献
上
﹂︵
新
野
直
吉
氏
執
筆
﹃
国
史
大
辞
典
﹄︶
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

か
ら
︑
舒
明
天
皇
の
安
益
郡
行
幸
も
讃
岐
国
造
の
招
待
と
み
ら
れ
よ
う
︒

天
皇
の
地
方
豪
族
の
家
訪
問
の
物
語
の
典
型
は
応
神
記
の
山
背
国
木
幡
村
の

丸
迩
の
比
布
禮
能
意
富
美
の
家
訪
問
の
物
語
が
あ
る
︒
天
皇
の
地
方
豪
族
の
居

宅
訪
問
は
︑
地
方
豪
族
の
服
属
確
認
の
意
味
を
も
つ
︒
未
だ
氏
族
制
社
会
の
色

合
い
の
濃
い
時
代
に
お
け
る
舒
明
天
皇
の
讃
岐
国
安
益
郡
へ
の
行
幸
も
服
属
儀

礼
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
天
皇
の
行
幸
を
得
た
讚
岐
国
造
は
居

館
も
し
く
は
用
意
し
た
行
宮
に
天
皇
を
迎
え
入
れ
︑
服
属
儀
礼
と
し
て
食
事
を

献
り
︑
近
習
の
者
へ
の
接
待
も
行
っ
た
と
み
て
よ
い
︒
讃
岐
国
安
益
郡
へ
の
行

幸
時
の
こ
と
と
し
て
は
︑
以
上
の
よ
う
な
点
を
想
定
し
て
お
き
た
い
︒

次
に
(
�
)﹁
軍
王
﹂
で
あ
る
が
︑
﹁
軍
王
﹂
の
研
究
史
も
坂
本
氏
が
簡
潔
に

纏
め
て
お
ら
れ
る⑭
︒
軍
王
の
候
補
者
は
複
数
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
舒
明
朝
と

し
て
は
長
い
二
九
句
か
ら
な
り
整
然
と
し
た
五
七
調
か
ら
な
る
長
歌
の
形
式
お

よ
び
用
語
の
新
し
さ
を
指
摘
し
て
詠
作
時
代
を
下
げ
︑
作
者
軍
王
を
舒
明
三
年

に
人
質
と
し
て
来
朝
し
︑
百
済
の
求
め
で
︑
斉
明
七
年
九
月
に
五
千
人
の
援
軍

と
と
も
に
百
済
王
と
し
て
帰
国
さ
せ
た
余
豊
璋
︵
章
︶
と
み
る
説⑮
に
触
れ
た
い
︒

先
に
注
意
し
た
と
お
り
︑
斉
明
天
皇
七
年
の
行
幸
は
長
歌
の
季
節
表
現
に
適
わ

ず
︑
斉
明
天
皇
の
百
済
救
援
活
動
と
余
豊
璋
の
帰
国
前
の
西
行
を
重
ね
て
理
解

す
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
現
在
の
根
拠
で
は
軍
王
を
余
豊

璋
と
は
し
得
な
い
︒
軍
王
は
律
令
に
規
定
す
る
皇
子
の
子
孫
五
世
ま
で
を
王
と

称
し
え
る
と
す
る
王
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
律
令
制
以
前
で
も
︑
継
体
天
皇

は
応
神
天
皇
の
五
世
の
孫
︑
男
大
迹
王
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
こ
れ
に
照
ら
せ

ば
︑
慣
習
法
で
王
と
称
す
る
人
物
は
存
在
し
え
た
と
い
え
る
︒
名
前
は
特
定
で

き
な
い
が
︑
朝
廷
の
組
織
す
る
軍
︑
殊
に
石
湯
へ
の
行
幸
の
御
召
船
と
で
も
い

う
べ
き
官
船
を
指
揮
し
え
︑
か
つ
歌
を
詠
み
え
た
王
と
す
る
に
と
ど
め
た
い
︒

雄
略
天
皇
五
年
四
月
に
来
朝
し
た
百
済
蓋
鹵
王
の
弟
︑
軍
君
昆
支
説
も
あ
る
が
︑

そ
の
子
孫
が
五
世
の
王
を
称
し
て
お
り
︑
天
皇
の
行
幸
に
官
人
と
し
て
従
駕
し

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

二
〇



て
い
た
と
す
れ
ば
候
補
に
は
な
り
え
る
︒
軍
王
の
﹁
軍
﹂
は
律
令
制
で
い
え
ば

兵
部
省
関
係
の
業
務
に
な
る
︒
律
令
制
で
は
ま
た
︑
天
皇
の
警
護
は
近
衛
府
担

当
で
︑
兵
部
省
と
直
接
関
わ
ら
な
い
︒
律
令
制
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
問
題

な
が
ら
︑
行
幸
先
が
陸
路
で
は
な
く
︑
海
路
を
取
る
伊
予
の
石
湯
で
あ
っ
た
か

ら
︑
官
船
が
使
用
さ
れ
︑
兵
部
省
に
準
じ
た
部
署
の
官
船
を
指
揮
す
る
者
も
従

駕
し
た
と
考
え
る
と
︑
軍
王
は
そ
う
し
た
人
物
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
︒
か
か

る
人
物
を
想
定
す
る
こ
と
で
︑
こ
の
歌
の
理
解
は
進
む
も
の
と
考
え
る
︒

(
�
)﹁
山
を
見
て
作
る
﹂
と
あ
る
が
︑
題
詞
の
書
き
手
は
行
幸
先
を
除
く
と
︑

他
に
有
力
な
情
報
を
も
た
ず
︑
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
て
書
い
た
と
す
る
と
︑

﹁
山
﹂
は
歌
の
内
容
と
か
か
わ
ら
せ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒﹁
山
﹂
は
長
歌
の

﹁
遠
つ
神

わ
ご
大
君
の

行
幸
の

山
越
す
風
の
﹂
の
表
現
お
よ
び
反
歌
の

﹁
山
越
し
の
風
を
時
じ
み
﹂
と
み
え
る
山
で
あ
る
︒
歌
に
山
が
詠
ま
れ
て
い
る

以
上
︑
山
は
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
と
も
い
え
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
ら
の
表
現

で
は
﹁
山
越
す
風
﹂・﹁
山
越
し
の
風
﹂
と
あ
っ
て
﹁
風
﹂
の
修
飾
語
と
な
っ
て

お
り
︑
歌
の
表
現
に
お
い
て
は
﹁
山
﹂
よ
り
﹁
風
﹂
の
方
が
重
要
な
要
素
と
い

え
る
が
︑﹁
山
﹂
を
重
視
し
た
の
は
行
幸
の
場
所
と
か
か
わ
っ
て
い
た
か
ら
に

他
な
る
ま
い
︒

こ
の
﹁
山
﹂
に
つ
い
て
は
︑
坂
本
信
幸
氏
に
説⑯
が
あ
る
︒
詳
細
は
後
に
ふ
れ

る
が
︑
要
点
は
︑

古
代
人
に
と
っ
て
︑﹁
山
﹂
は
恋
の
障
害
の
象
徴
で
あ
っ
た
︒

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
で
は
︑
本
長
歌
・
反
歌
の
﹁
山
﹂
は
と
も
に
明
確
に

﹁
恋
﹂
の
表
現
と
か
か
わ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
︒
妻
恋
を
歌
う
の
は

反
歌
だ
け
で
あ
る
︒
反
歌
か
ら
遡
及
し
て
長
歌
に
も
恋
の
思
い
の
表
現
が
あ
る

と
す
る
解
釈
は
成
り
立
つ
が
︑
行
幸
地
の
山
を
越
し
て
自
分
の
元
に
吹
い
て
く

る
風
が
絶
え
間
な
い
の
で
︑
都
の
妹
を
思
う
と
歌
う
反
歌
の
表
現
の
論
理
も
尚

考
え
て
み
ね
ば
な
ら
な
い
︒

梶
川
信
行
氏
は
基
本
的
に
は
記
述
に
従
っ
て
読
む
べ
き
こ
と
を
示
し
た
上
で
︑

山
を
か
つ
て
行
幸
の
あ
っ
た
天
皇
の
国
見
の
場
所
と
さ
れ
て
い
る⑰
︒
地
方
巡
幸

し
た
天
皇
が
国
見
を
し
た
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
が
︑
国
見
の
山
を
越
し
て
吹
き

来
る
風
が
な
ぜ
心
を
乱
す
の
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
︒
万
葉
集
冒
頭
の
歌
の
配

列
を
み
る
と
き
︑
国
見
は
す
で
に
二
番
歌
に
配
さ
れ
︑
本
歌
は
地
方
巡
幸
を
テ

ー
マ
と
し
て
い
よ
う
︒
ま
た
︑
平
舘
英
子
氏
は
﹁
山
﹂
に
つ
い
て
︑

｢見
山
﹂
と
は
︑
安
益
郡
の
山
ま
で
は
天
皇
の
行
幸
が
あ
り
︑
そ
の
山
を

境
と
し
て
自
ら
居
る
安
益
の
地
ま
で
は
行
幸
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
む
し

ろ
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
都
か
ら
天
皇
が
讃
岐
国
安
益
郡
の
境
の
山

︵﹁
山
﹂
と
の
み
あ
る
こ
と
は
名
の
あ
る
高
山
を
さ
す
の
で
は
な
く
︑
実
態
と

し
て
は
岡
で
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
︶
に
行
幸
さ
れ
た
︒
都
を
内
部
と
す
れ
ば
︑

﹁
山
﹂
ま
で
は
行
幸
の
許
さ
れ
る
地
で
あ
り
︑
軍
王
は
そ
の
行
幸
の
及
ば
な

い
外
部
か
ら
﹁
山
﹂
を
見
て
い
る
の
で
あ
る⑱
︒

と
述
べ
ら
れ
た
︒
後
に
触
れ
る
よ
う
に
︑
歌
の
内
容
か
ら
す
る
と
︑
軍
王
が
行

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

二
一



幸
地
と
行
幸
の
一
行
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
て
︑
山
を
見
て
の
思
い
を
表
現

し
た
と
さ
れ
る
見
解
に
は
納
得
が
い
く
︒
し
か
し
︑﹁
我
が
大
君
の
行
幸
の
山
﹂

が
﹁
軍
王
に
と
っ
て
︑
境
の
聖
な
る
空
間
と
し
て
﹃
見
る
﹄
対
象
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒﹂
と
い
わ
れ
︑﹁
軍
王
の
居
る
地
を
都
の
外
部
と
し
て

隔
て
る
山
で
あ
る
︒
外
部
の
地
︑
即
ち
侵
略
に
備
え
る
防
備
の
地
に
遠
征
し
て

い
る
軍
王
が
そ
の
山
を
見
る
の
で
あ
る
︒﹂
と
説
か
れ
る
と
︑
軍
王
を
渡
来
系

の
人
物
︑
日
本
に
救
援
を
求
め
︑
斉
明
七
年
九
月
に
人
質
を
解
か
れ
︑
百
済
に

王
と
し
て
帰
国
し
た
豊
璋
と
み
る
伊
藤
博
氏
の
説⑲
を
展
開
し
て
山
を
解
釈
さ
れ

た
か
ら
と
し
て
も
理
解
を
超
え
る
︒﹁
讚
吉
国
の
山
田
郡
の
屋
嶋
城
﹂
等
︵
天

智
天
皇
六
年
是
月
条
︶︑
あ
る
い
は
岡
山
県
総
社
市
鬼
ノ
城
・
太
宰
府
市
大
野

城
の
よ
う
な
朝
鮮
式
山
城
を
意
識
し
た
と
し
て
も
︑
こ
れ
ら
の
城
は
白
村
江
の

戦
い
に
敗
れ
た
の
ち
︑
唐
・
新
羅
の
連
合
軍
の
侵
入
に
備
え
て
天
智
朝
に
築
か

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
豊
璋
と
の
関
係
で
い
う
と
︑
時
代
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
︒

斉
明
朝
の
百
済
支
援
の
行
幸
の
時
の
こ
と
と
し
て
も
︑
軍
王
が
豊
璋
な
ら
ば
︑

天
皇
に
先
立
っ
て
九
州
に
向
か
い
︑
百
済
救
援
の
前
線
に
立
っ
た
と
み
ら
れ
よ

う
か
ら
︑
讃
岐
国
に
屋
嶋
城
以
外
の
城
が
あ
っ
た
に
し
て
も
︑
豊
璋
が
四
国
沿

岸
に
築
か
れ
た
城
で
日
本
の
防
備
に
あ
た
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
ま
た
︑
城

は
海
沿
い
で
︑
行
幸
の
山
は
内
陸
部
で
あ
っ
た
と
す
る
と
︑
行
幸
の
許
さ
れ
な

い
境
は
ど
こ
か
も
理
解
し
に
く
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

も
と
よ
り
︑
こ
の
歌
の
成
立
を
舒
明
天
皇
十
一
年
と
見
る
と
︑
ま
だ
新
羅
と

の
対
立
は
先
鋭
化
し
て
い
ず
︑
も
っ
と
穏
や
か
な
状
況
の
な
か
で
の
詠
作
と
み

う
る
︒
舒
明
天
皇
は
伊
予
の
湯
宮
に
三
ヶ
月
ほ
ど
滞
在
し
て
帰
京
の
途
中
に
讃

岐
国
安
益
県
に
立
ち
寄
っ
た
︒
こ
の
と
き
︑
軍
王
は
航
海
に
か
か
わ
る
任
務
上
︑

津
都
の
港
に
留
ま
り
︑
行
幸
地
ま
で
は
従
駕
で
き
ず
︑
そ
の
北
の
山
を
見
て
彼

方
の
行
幸
地
を
思
い
遣
っ
て
詠
ん
だ
と
考
え
る
︒

次
に
︑
長
歌
・
短
歌
の
表
現
を
検
討
し
︑
作
者
の
位
置
を
意
識
し
な
が
ら
︑

歌
の
表
現
を
た
ど
っ
て
︑
軍
王
は
何
故
山
を
見
︑
歎
き
の
歌
を
詠
ん
だ
の
か
︑

改
め
て
考
え
て
み
た
い
︒

(
二
)

歌
意
の
検
討

長
歌
の
口
語
訳
を
み
る
と
︑
口
語
訳
に
は
大
き
な
揺
れ
は
な
く
︑
多
く
の
注

釈
書
が
︑
作
者
は
行
幸
の
従
駕
者
と
み
る
︒
巻
一
︑
巻
二
の
﹁
幸
し
し
時
﹂
を

含
む
題
詞
を
も
つ
他
の
歌
・
歌
群
十
四
例
を
検
討
し
て
も
︑
従
駕
し
な
か
っ
た

者
の
歌
︵
一
︱
四
〇
～
四
二
︶
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
の
見
解
は
揺
る
が
な
い
︒

五
番
歌
の
軍
王
も
従
駕
者
で
︑
こ
の
歌
も
﹁
舒
明
天
皇
の
讃
岐
国
行
幸
に
従
っ

た
軍
王
の
長
歌
と
反
歌
︒
国
見
の
歌
︑
遊
猟
の
歌
に
続
き
︑
天
皇
の
主
要
な
儀

礼
の
一
つ
の
行
幸
の
歌
が
並
べ
ら
れ
る⑳
︒
﹂
と
い
っ
た
理
解
が
成
り
立
と
う
︒

歌
の
内
容
に
従
駕
者
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
自
ら

を
﹁
独
り
居
る
﹂
と
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
か
︒
も
と
よ
り
行
幸
従
駕
者

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂
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は
常
に
天
皇
に
供
奉
し
た
と
し
て
も
﹁
独
り
﹂
と
感
じ
る
状
況
も
あ
ろ
う
し
︑

本
隊
か
ら
離
れ
て
別
行
動
を
取
り
︑﹁
独
り
﹂
と
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況

に
な
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
︒
特
に
陸
路
な
ら
ば
全
員
行
動
を
共
に
し
え
て
も
︑

海
上
を
船
で
移
動
す
る
際
に
は
船
の
管
理
が
伴
い
︑
港
に
着
く
と
上
陸
し
て
天

皇
に
付
き
従
う
者
と
︑
港
に
残
っ
て
天
皇
の
船
の
保
守
・
管
理
に
あ
た
る
者
と

に
分
か
れ
た
に
相
違
な
い
︒
こ
の
時
︑
軍
王
が
職
務
上
港
に
残
っ
た
と
み
れ
ば
︑

﹁
独
り
﹂
と
い
う
表
現
も
理
解
で
き
る
︒
先
に
触
れ
た
よ
う
に
軍
王
は
海
上
航

行
を
必
要
と
す
る
伊
予
へ
の
行
幸
故
に
︑
従
駕
の
一
員
に
加
え
ら
れ
た
と
す
れ

ば
︑
讃
岐
で
は
天
皇
の
船
の
警
護
・
管
理
の
職
務
上
︑
港
に
残
り
︑﹁
独
り
﹂

と
感
じ
て
い
た
と
も
想
定
し
え
る
︒

長
歌
を
三
段
に
分
け
る
と
︑
第
一
段
は
︑
作
者
の
状
況
を
ま
ず
説
明
す
る
︒

こ
こ
で
は
︑

霞
立
つ

長
き
春
日
の

暮
れ
に
け
る

わ
づ
き
も
知
ら
ず

村
肝
の

心

を
痛
み

鵺
子
鳥

う
ら
な
け
居
れ
ば

と
歌
う
︒﹁
長
き
春
日
﹂
は
舒
明
天
皇
の
十
二
年
の
石
湯
宮
か
ら
の
帰
途
と
み

る
と
︑
季
節
は
適
う
︒
軍
王
は
行
幸
に
従
駕
し
た
も
の
の
︑
春
日
が
暮
れ
る
の

も
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
落
ち
込
み
︑
鵺
鳥
の
よ
う
に
歎
く
︒
行
幸
の
﹁
幸
﹂
に
つ
い

て
武
田
祐
吉
﹃
萬
葉
集
全
註
釋㉑

﹄・
澤
瀉
久
孝
﹃
萬
葉
集
注
釋㉒

﹄
は
﹃
後
漢
書
﹄

の
﹁
己
亥
幸
懐
﹂︵
後
漢
書
︑
光
武
紀
︵
上
︶
建
武
元
年
條
︶
の
注
に
﹁
天
子

所
行
︑
必
有
恩
幸
︑
故
繹
幸
﹂
と
あ
る
の
を
引
い
て
行
幸
に
は
恩
幸
が
あ
る
と

す
る
説
を
紹
介
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
従
駕
者
に
は
辛
く
︑
苦
痛
・
悲
し
み
以
外

の
何
物
で
も
無
か
っ
た
と
な
る
と
︑
本
歌
は
行
幸
を
讃
え
る
歌
に
は
な
ら
ず
︑

集
中
に
お
け
る
行
幸
を
讃
え
る
意
味
も
十
分
担
い
え
な
く
な
ろ
う
︒
で
は
軍
王

が
行
幸
に
従
い
な
が
ら
心
が
痛
い
と
嘆
く
歌
な
の
に
︑
こ
こ
に
収
め
た
の
は
何

故
か
︒
妻
へ
の
恋
慕
以
外
の
理
由
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
第
二
段
で
は
︑

玉
襷

懸
け
の
よ
ろ
し
く

遠
つ
神

わ
ご
大
君
の

行
幸
の

山
越
す
風

の

独
り
居
る

わ
が
衣

手
に

朝
夕
に

還
ら
ひ
ぬ
れ
ば

と
歌
い
︑
歎
く
理
由
を
説
明
す
る
︒
中
西
氏
の
﹃
万
葉
集
︿
全
訳
注
原
文
附
﹀

(一
)㉓

﹄
は
︑

美
し
い
襷
を
か
け
る
よ
う
に
口
に
す
る
の
も
り
っ
ぱ
な
︑
遠
く
は
神
で
あ

ら
せ
ら
れ
た
天
皇
が
お
で
ま
し
に
な
っ
て
い
る
山
を
越
し
て
︑
風
が
︑
ひ
と

り
身
の
わ
が
袖
に
︑
朝
夕
に
ひ
る
が
え
る
の
で
︑

と
口
語
訳
さ
れ
た
︒
山
は
作
者
の
居
る
地
と
故
郷
︑
都
と
の
間
を
隔
て
る
山㉔

で

は
な
く
︑
行
幸
地
と
軍
王
の
居
る
地
と
を
隔
て
る
山
で
あ
り
︑
山
を
越
え
る
風

は
作
者
が
目
に
で
き
な
い
山
の
彼
方
の
行
幸
地
へ
の
思
い
を
執
拗
に
誘
う
風
だ

か
ら
で
は
な
い
か
︒

こ
の
段
で
ま
ず
注
意
さ
れ
る
語
は
﹁
遠
つ
神
﹂
で
あ
る
︒
稲
岡
氏
が
注
意
さ

れ
て
か
ら
︑﹁
遠
つ
神

わ
ご
大
王
﹂
な
る
表
現
は
︑
歌
の
新
し
さ
を
示
す
と

さ
れ
る
︒﹁
遠
つ
神
﹂
は
他
に
︑
角
麿
の
歌
四
首
に
︑

住
吉
の
野
木
の
松
原
遠
つ
神
わ
ご
大
君
の
い
で
ま
し
ど
こ
ろ

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

二
三



(三
︱
二
九
五
)

と
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
遠
つ
神
が
過
去
の
天
皇
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
︑

天
皇
を
日
の
御
子
と
す
る
考
え
は
天
武
朝
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
推

古
朝
に
は
天
皇
は
日
と
兄
弟
で
︑
お
そ
ら
く
高
御
産
巣
日
神
の
子
孫
と
す
る
考

え
が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る㉕

︒
と
す
れ
ば
︑
舒
明
朝
に
﹁
遠
く
は
神
で
あ
ら
せ

ら
れ
た
天
皇
﹂
の
意
の
﹁
遠
つ
神
﹂
な
る
表
現
が
あ
っ
た
と
し
て
も
問
題
は
な

く
︑
本
歌
の
時
代
的
新
し
さ
の
論
拠
た
り
え
る
か
疑
問
に
な
る
︒

｢行
幸
の
山
﹂
に
つ
い
て
は
坂
本
信
幸
氏
は
恋
す
る
者
を
隔
て
る
障
害
と
説

か
れ
た
が
︑
さ
ら
に
︑

以
上
の
よ
う
に
﹁
玉
だ
す
き
か
け
の
宜
し
く
﹂
を
解
し
た
時
︑
以
下
の

﹁
遠
つ
神
我
が
大
君
の
行
幸
の
山
越
す
風
の
ひ
と
り
居
る
我
が
衣
手
に

朝

夕
に
か
へ
ら
ひ
ぬ
れ
ば
﹂
と
は
︑
解
釈
上
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ

う
か
︒﹁
妹
を
心
に
か
け
て
思
う
の
が
よ
い
こ
と
に
︑
行
幸
の
山
を
越
す
風

が
ひ
と
り
で
居
る
私
の
衣
の
袖
に
朝
夕
に
吹
き
翻
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
ど
う

い
う
意
味
な
の
か
︒
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
︑︵
中
略
︶︑
古
代
に
お
け
る

﹁
山
を
隔
て
る
恋
﹂
の
型
を
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
︒

と
述
べ
ら
れ
た㉖

︒
し
か
し
︑﹁
妹
を
心
に
か
け
て
思
う
の
が
よ
い
こ
と
に
﹂
に

対
応
す
る
表
現
は
長
歌
に
は
な
い
︒﹁
山
を
隔
て
る
恋
﹂
の
型
は
︑
広
く
﹁
山

は
思
う
者
と
思
う
対
象
の
間
に
あ
っ
て
︑
両
者
を
隔
て
る
も
の
と
し
て
表
現
さ

れ
た
﹂
と
し
て
よ
か
ろ
う
︒
長
歌
で
は
妻
を
歌
わ
ず
︑
反
歌
で
は
家
郷
の
妻
を

偲
ぶ
と
歌
う
が
︑
と
も
に
山
が
妻
を
隔
て
る
と
は
歌
わ
ず
︑
反
歌
で
も
行
幸
地

の
山
越
し
の
風
が
絶
え
ず
︑
疎
外
感
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
埋
め
合
わ
せ
に
心
は

妹
に
向
か
う
と
歌
っ
て
い
る
と
解
し
え
る
︒

注
意
す
べ
き
は
︑
五
・
六
番
歌
の
題
詞
は
﹁
山
を
見
て
作
る
﹂
と
あ
っ
た
が
︑

山
は
長
歌
中
で
は
﹁
行
幸
の
山
﹂
と
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
も
っ
と
注
視
さ
れ
て
よ

い
︒
従
来
︑
従
駕
者
軍
王
は
行
幸
の
地
に
天
皇
と
と
も
に
滞
在
し
て
い
る
と
想

定
し
た
上
で
︑
﹁
独
り
居
る
﹂
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒
し
か
し
︑

軍
王
は
︑
行
幸
の
場
所
か
ら
は
距
離
的
に
も
離
れ
︑
山
に
よ
っ
て
も
隔
て
ら
れ

た
場
所
に
滞
在
し
︑
行
幸
の
地
か
ら
山
を
越
し
て
吹
い
て
く
る
風
に
よ
っ
て
行

幸
地
を
思
い
遣
り
︑
心
が
乱
さ
れ
る
と
歌
っ
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

行
幸
の
地
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
位
置
未
詳
な
が
ら
︑
坂
出
市
府
中
町
あ
た
り

と
み
ら
れ
る
︑
後
に
讃
岐
国
国
府
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︑
讃
岐
国
造
の

居
館
の
地
で
あ
ろ
う
︒
北
東
に
太
平
山
山
塊
︑
北
西
に
城
山
山
塊
が
あ
る
が
︑

安
益
県
の
御
津
と
な
っ
た
綾
川
河
口
付
近
の
津
都
港
か
ら
い
え
ば
南
の
城
山
で

あ
ろ
う
か
︒
題
詞
に
﹁
讃
岐
国
安
益
郡
に
幸
し
し
﹂
と
あ
る
の
は
︑
綾
県
の
中

心
地
の
讃
岐
国
造
の
居
館
へ
の
行
幸
で
︑
軍
王
は
城
山
を
行
幸
の
山
︑
隔
て
の

山
と
見
て
詠
ん
だ
と
み
た
い
︒

周
知
の
如
く
︑
瀬
戸
内
海
の
海
岸
部
に
お
い
て
は
︑
昼
間
は
海
風
︑
夜
間
は

陸
風
が
吹
く
︒
歌
に
詠
ま
れ
る
時
間
は
凪
の
終
わ
っ
た
夜
で
あ
る
︒
当
然
︑
山

越
の
風
は
陸
風
に
な
る
︒
夜
は
ま
た
山
お
ろ
し
に
も
な
る
︒
陸
風
は
讃
岐
国
安

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

二
四



益
郡
の
沿
岸
部
で
は
南
か
ら
北
の
海
に
向
か
う
︒
行
幸
の
地
は
城
山
の
東
南
で
︑

風
は
そ
の
城
山
を
越
え
て
︑
船
を
警
護
す
る
職
務
に
従
う
軍
王
の
い
る
暗
い
津

都
港
に
吹
い
て
く
る
︒
風
は
天
皇
を
迎
え
た
国
造
の
晴
れ
の
場
と
し
て
の
肆
宴

の
賑
わ
い
に
思
い
を
誘
う
︒
肆
宴
に
参
加
で
き
る
地
位
に
あ
り
な
が
ら
︑
職
掌

上
そ
の
栄
誉
を
得
ず
︑
暗
い
港
で
行
幸
の
地
か
ら
の
山
越
す
風
を
袖
に
受
け
る

作
者
は
深
い
孤
独
感
︑
疎
外
感
に
苛
ま
れ
︑
満
さ
れ
ぬ
思
い
を
懐
き
︑
歌
っ
た

と
解
し
た
い
︒
軍
王
に
は
事
実
と
し
て
は
部
下
が
い
た
と
し
て
も
︑
彼
の
意
識

で
は
天
皇
と
の
関
係
で
独
り
と
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
に

歌
わ
れ
る
の
は
行
幸
の
中
心
部
か
ら
外
れ
た
地
に
置
か
れ
た
者
の
疎
外
感
で
あ

り
悲
哀
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
疎
外
感
は
︑
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
た
と
え
ば
家
持
が
︑

始
春
の
初
子
の
今
日
の
玉
箒
手
に
執
る
か
ら
に
ゆ
ら
く
玉
の
緒

(二
〇
︱
四
四
九
三
)

を
記
す
に
あ
た
っ
て
︑﹁
二
年
春
正
月
三
日
︑
侍
従
竪
子
王
臣
等
を
召
し
て
︑

内
裏
の
東
屋
の
垣
下
に
侍
は
し
め
︑
即
ち
玉
箒
を
賜
ひ
て
肆
宴
き
こ
し
め
し
き
︒

時
に
内
相
藤
原
朝
臣
勅
を
奉
り
て
︑
宣
は
く
︑
云
々
﹂
と
題
詞
を
記
し
た
後
に
︑

︿
諸
人
の
賦
せ
る
詩
と
作
れ
る
歌
と
を
得
ず
﹀
と
注
を
加
え
︑
さ
ら
に
﹁
右
の

一
首
は
︑
右
中
弁
大
伴
宿
4
家
持
作
れ
り
︒
但
し
大
蔵
の
政
に
依
り
て
奏
し
堪

へ
ぬ
の
み
な
り
︒﹂
と
左
注
を
加
え
た
と
き
に
︑
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
い
た
で

あ
ろ
う
︑
歌
を
献
じ
る
肆
宴
に
業
務
の
た
め
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
時
に
感
じ

た
疎
外
感
と
共
通
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
比
較
を
す

る
と
︑
疎
外
感
を
歌
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
︑
藤
原
氏
が
擡
頭
し
閉
塞
し
た
時

代
状
況
の
中
で
の
新
し
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
天
武
朝

の
よ
う
に
天
皇
の
元
で
一
体
感
を
感
じ
え
た
で
あ
ろ
う
時
代
に
お
い
て
も
︑
ま

た
そ
れ
以
前
の
氏
族
制
社
会
の
な
か
で
も
︑
集
団
の
中
心
部
か
ら
外
れ
た
者
に

は
疎
外
感
は
懐
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
感
情
の
表
現
も

な
し
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
行
幸
に
従
う
旅
先
ゆ
え
に
一
層
深
い
も
の
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
︒
第
三
段
は
︑

大
夫
と

思
へ
る
わ
れ
も

草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば

思
ひ
遣
る

た
づ
き

を
知
ら
に

網
の
浦
の

海
処
女
ら
が

焼
く
塩
の

思
ひ
そ
焼
く
る

わ

が
下
ご
こ
ろ

と
続
き
︑
思
い
を
晴
ら
す
方
便
を
知
ら
な
い
と
歌
う
︒
こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な

る
の
は
﹁
大
夫
﹂
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
も
歌
の
新
し
さ
の
指
標㉗

と
さ
れ
る
︒
も
っ

と
も
上
田
正
昭
氏
は
こ
う
し
た
意
識
を
大
化
前
代
に
遡
ら
せ
ら
れ
た㉘

が
︑
こ
れ

に
は
異
論
も
あ
り㉙

︑
通
説
で
は
大
夫
の
表
記
は
官
人
意
識
︑
官
人
の
プ
ラ
イ
ド

を
こ
め
た
語
で
︑
人
麻
呂
あ
た
り
か
ら
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

万
葉
集
は
作
品
内
部
の
表
現
で
理
解
す
べ
き
と
の
論
も
あ
る
が
︑
同
時
代
の

紀
に
は
︑

①

時
に
︑︵
中
略
︶
武
甕
槌
神
有
す
︒
此
の
神
進
み
て
曰
さ
く
︑
﹁
豈
唯
経
津

主
神
の
み
大
夫
に
し
て
︑
吾
は
大
夫
に
あ
ら
ず
や
﹂
と
ま
を
す
︒
其
の
辞
気

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

二
五



慷
慨
し
︒

︵﹃
日
本
書
紀
﹄
第
九
段
本
文

国
譲
)

②

必
ず
当
に
我
が
天
原
を
奪
は
む
と
な
ら
む
と
お
も
ほ
し
て
︑
乃
ち
大
夫
の

武
き
備
を
設
け
た
ま
ふ
︒
躬
に
十
握
劒
・
九
握
劒
・
八
握
劒
を
帶
き
︑︵
以

下
略
︶

︵﹃
日
本
書
紀
﹄
第
六
段
一
書
第
一

天
之
真
名
井
)

③

則
ち
皇
后
︑
男
︵
ま
す
ら
を
︶
の
装
束
し
て
新
羅
を
征
ち
た
ま
ふ
︒

︵
神
功
皇
后
紀
)

④

十
一
月
の
丙
子
の
朔
︵
中
略
︶
ま
た
後
世
に
︑
民
の
吾
が
故
に
由
り
て
︑

己
が
父
母
を
喪
せ
り
と
言
は
む
こ
と
を
欲
り
せ
じ
︒
豈
其
れ
戦
ひ
勝
ち
て
後

に
︑
方
に
丈
夫
︵
ま
す
ら
を
︶
と
言
は
む
や
︒
夫
れ
身
を
損
て
て
国
を
固
め

ば
︑
亦
丈
夫
に
あ
ら
ず
や
﹂
と
の
た
ま
ふ
︒

︵
皇
極
紀
二
年
条
)

な
ど
の
例
が
あ
る
︒
伝
本
や
場
面
に
よ
っ
て
は
丈
夫
と
す
る
例
も
あ
る
が
︑
基

本
的
に
は
大
夫
と
み
て
よ
い
︒
こ
の
①
は
勇
猛
な
男
子
の
意
︑
②
の
大
夫
も
③

の
男
と
対
比
す
る
と
︑
同
様
に
理
解
し
て
よ
い
︒
④
は
山
背
大
兄
の
言
葉
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
が
︑
も
と
よ
り
︑
山
背
大
兄
の
言
葉
で
は
な
く
︑
養
老
四
年

段
階
で
の
紀
の
編
者
の
用
語
で
︑
官
人
意
識
は
と
も
か
く
︑
上
に
立
つ
者
の
意

識
が
色
濃
く
出
て
い
る
︒
神
話
の
大
夫
も
天
武
朝
︑
遡
っ
て
も
大
化
を
超
え
ら

れ
る
か
定
か
で
は
な
い
が
︑
紀
に
は
官
人
を
意
識
し
た
大
夫
だ
け
で
な
く
︑

﹁
勇
猛
な
男
子
﹂
を
表
す
大
夫
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

万
葉
集
の
官
人
意
識
の
伴
っ
た
大
夫
は
︑
元
明
天
皇
の
大
甞
会
の
御
製
︑

大
夫
︵
ま
す
ら
を
︶
の
鞆
の
音
す
な
り
も
の
の
べ
の
大
臣
楯
立
つ
ら
し
も

︵
一
︱
七
六
)

や
﹁
天
皇
の
︑
酒
を
節
度
使
の
卿
等
に
賜
ふ
御
歌
一
首

短
歌
を
并
せ
た
り
﹂

と
題
さ
れ
た
御
製
の
反
歌
︑

大
夫
︵
ま
す
ら
を
︶
の
行
く
と
ふ
道
そ
お
ほ
ろ
か
に
思
ひ
て
行
く
な
大
夫

の
伴

︵
六
︱
九
七
四
)

な
ど
に
認
め
え
る
と
し
て
も
︑
人
麻
呂
の
地
方
官
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
時
の
︑

石
見
相
聞
歌
の
末
の
︑

大
夫
︵
ま
す
ら
を
︶
と

思
へ
る
わ
れ
も

敷
栲
の

衣
の
袖
は

通
り

て
濡
れ
ぬ

︵
二
︱
一
三
五
)

な
ど
の
表
現
に
ま
で
︑
官
人
意
識
を
持
ち
込
む
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
な
し
と

し
な
い
︒
在
地
の
妻
と
の
離
別
を
惜
し
む
恋
情
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
か
ら
に
は

立
派
な
男
子
で
も
よ
か
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑

大
夫
︵
ま
す
ら
を
︶
も
か
く
恋
ひ
け
る
を
手
弱
女
の
恋
ふ
る
情
に
比
ひ
あ

ら
め
や
も

︵
四
︱
五
八
二
)

な
ど
と
同
じ
く
︑﹁
た
わ
や
女
﹂
に
対
す
る
﹁
ま
す
ら
男
﹂
と
み
れ
ば
そ
れ
で

よ
い
の
で
あ
ろ
う
︒

舍
人
皇
子
の
御
歌
一
首

大
夫
︵
ま
す
ら
を
︶
や
片
恋
ひ
せ
む
と
嘆
け
ど
も
鬼
の
大
夫
な
ほ
恋
ひ
に

け
り

︵
二
︱
一
一
七
)

舍
人
娘
子
︑
和
へ
奉
る
歌
一
首

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

二
六



嘆
き
つ
つ
大
夫
︵
ま
す
ら
を
の
こ
︶
の
恋
ふ
れ
こ
そ
わ
が
髮
結
の
漬
ぢ
て

ぬ
れ
け
れ

︵
二
︱
一
一
八
)

に
み
え
る
大
夫
も
同
様
で
あ
ろ
う
︒
五
番
歌
の
作
者
は
行
幸
の
従
駕
者
で
あ
る

か
ら
︑
官
人
意
識
を
伴
う
﹁
大
夫
﹂
と
み
な
さ
れ
る
が
︑
律
令
制
以
前
で
あ
る

か
ら
︑
官
人
意
識
を
伴
う
﹁
大
夫
﹂
を
用
い
え
た
か
問
題
に
さ
れ
る
︒
た
だ
綾

﹁
県
﹂
を
律
令
時
代
の
表
記
︑
安
益
﹁
郡
﹂
に
変
え
た
よ
う
に
文
字
は
︑
歌
の

記
録
の
段
階
で
の
改
変
も
可
能
で
︑
時
代
を
決
定
す
る
絶
対
的
要
因
と
な
り
え

る
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
︒

軍
王
は
津
都
港
に
留
ま
り
︑
天
皇
の
御
用
船
の
警
護
・
管
理
に
あ
た
り
︑
責

任
上
勝
手
な
振
る
舞
い
も
で
き
ず
︑
鬱
屈
を
晴
ら
せ
ず
︑
塩
を
焼
く
よ
う
に
心

の
奥
を
焦
が
す
こ
と
だ
と
歎
き
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
ご
と
く
︑﹁
思
ひ
そ
焼
く
る

わ
が
下
ご
こ
ろ
﹂
は
﹁
妻
へ
の
思
い
﹂

で
は
な
く
︑
讃
岐
に
上
陸
し
国
造
の
も
と
を
尋
ね
た
天
皇
の
行
幸
の
一
行
と
分

か
れ
︑
津
都
の
港
に
残
っ
た
軍
王
が
︑
行
幸
の
地
︑
府
中
町
の
北
の
城
山
あ
た

り
を
越
え
て
吹
い
て
く
る
陸
風
を
受
け
な
が
ら
︑
そ
の
一
行
に
向
け
た
思
い
︑

さ
ら
に
い
え
ば
そ
れ
を
思
い
遣
っ
て
感
じ
て
い
る
︑
そ
の
疎
外
感
で
あ
っ
た
と

み
た
い
︒

そ
の
疎
外
感
を
承
け
て
詠
ま
れ
た
の
が
︑
反
歌
︑

山
越
し
の
風
を
時
じ
み
寝
る
夜
お
ち
ず
家
な
る
妹
を
懸
け
て
偲
ひ
つ

︵
一
︱
六
)

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
山
は
妻
と
の
間
を
隔
て
る
山
で
は
な
く
︑
行
幸
の
地
を

隔
て
る
山
で
あ
り
︑
行
幸
の
地
か
ら
山
越
し
に
︑
夜
に
な
る
と
そ
の
様
子
を
思

わ
せ
る
よ
う
に
絶
え
間
な
く
吹
い
て
く
る
風
に
よ
っ
て
︑
い
よ
い
よ
心
を
乱
さ

れ
︑
心
に
生
じ
る
疎
外
感
を
宥
め
︑
埋
め
合
わ
せ
る
べ
く
故
郷
の
家
に
い
る
妻

を
心
に
か
け
て
偲
ぶ
の
だ
と
歌
っ
て
い
る
と
解
し
た
い
︒﹃
注
釈
﹄
は
歌
中
の

﹁
時
じ
み
﹂
を
﹁
時
な
ら
ず
﹂
と
す
る㉚

が
︑
す
で
に
み
た
よ
う
に
海
岸
で
は
昼

間
と
夜
は
晴
れ
て
お
れ
ば
︑
海
と
陸
の
気
温
差
に
よ
っ
て
風
が
吹
き
︑
夜
に
は

陸
風
で
あ
る
山
越
の
風
が
港
に
向
か
っ
て
た
え
ず
吹
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
そ

こ
で
こ
れ
は
﹁
絶
え
間
な
く
﹂
と
理
解
し
た
い
︒
こ
う
読
む
と
き
︑
こ
こ
で
の

山
は
妻
へ
の
思
い
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
︑
行
幸
地
と
の
間
を
妨
げ
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
妻
に
心
を
向
け
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
で
は
行
幸

従
駕
の
者
の
疎
外
感
を
歌
う
こ
と
が
︑
従
駕
の
歌
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
得
た

の
か
が
︑
問
題
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
疎
外
感
は
天
皇
の
元
に
常
に
仕
え
て

い
た
い
と
の
深
い
思
い
の
裏
返
し
の
感
情
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
の
意
味
に
お
い

て
何
ら
問
題
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
︒

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
︑
こ
の
歌
は
舒
明
天
皇
が
そ
の
十
二
年
三
月
末
頃
に
︑
讃
岐

国
綾
県
に
あ
っ
た
讃
岐
国
造
の
居
館
に
滞
在
し
た
お
り
︑
そ
の
天
皇
の
行
幸
に

従
い
︑
御
座
船
の
管
理
・
警
護
の
職
責
を
負
っ
た
で
あ
ろ
う
軍
王
が
︑
津
都
の

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

二
七



港
に
残
っ
て
︑
夜
に
な
る
と
南
の
城
山
か
ら
吹
き
下
ろ
す
陸
風
を
受
け
な
が
ら
︑

天
皇
を
招
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
肆
宴
を
思
い
遣
り
︑
疎
外
感
を

感
じ
た
︑
そ
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
み
た
い
︒
こ
こ
に
み
た
よ
う
に
国

造
の
元
に
滞
在
し
て
い
る
天
皇
の
行
幸
の
一
行
か
ら
外
れ
︑
職
務
上
︑
港
に
と

ど
ま
っ
て
︑
孤
独
を
か
こ
ち
︑
疎
外
感
に
と
ら
え
ら
れ
た
軍
王
の
歎
き
の
歌
が
︑

天
皇
の
行
幸
を
賛
美
す
る
万
葉
集
の
五
番
歌
と
し
て
機
能
し
え
た
の
は
︑
任
務

以
外
の
こ
と
を
願
う
の
は
︑
役
人
と
し
て
は
心
が
け
が
良
く
な
い
と
い
う
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
に
し
て
も
︑
そ
れ
は
同
時
に
天
皇
の
側
に
常
に
仕
え
た
い

と
い
う
熱
意
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
歌
は
︑
行
幸

を
讃
え
る
従
駕
の
歌
と
し
て
の
意
味
も
担
い
得
た
と
考
え
た
い
︒

注①

坂
本
信
幸
﹁
軍
王
の
山
を
見
る
歌
﹂︵﹃
万
葉
の
歌
人
と
作
品
︑﹄
第
一
巻

一
九

九
九
年
五
月
︶

②

伊
藤
博
﹁
帰
化
人
の
述
作

︱
軍
王
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂︵﹃
万
葉
集
の
歌
人

と
作
品
﹄
上
昭
和
五
〇
年
四
月
︶

③

稲
岡
耕
二
﹁
軍
王
作
歌
の
論

︱
﹃
遠
神
﹄﹃
大
夫
﹄
の
意
識
を
中
心
に

︱
﹂

﹁
国
語
と
國
文
学
﹂
第
五
〇
巻
五
号

昭
和
四
八
年
五
月
︵﹃
万
葉
集
の
作
品
と
方

法
﹄︿
一
九
八
五
年
二
月
﹀
所
収
︶

④

伊
藤
博
﹃
萬
葉
集
全
注
﹄
巻
第
一
︵
昭
和
五
八
年
九
月
︶

⑤

坂
本
信
幸

前
掲
﹁
軍
王
の
山
を
見
る
歌
﹂

⑥

梶
川
信
行
﹁︽
万
葉
史
︾
の
中
の
軍
王
見
山
作
歌

︱
八
世
紀
の
︽
初
期
万
葉
︾

の
論
と
し
て
﹂
︵﹁
桜
文
論
叢
﹂
第
六
六
号

二
〇
〇
六
年
二
月
︶

⑦

平
館
英
子
﹁
軍
王
山
を
見
て
作
る
歌
﹂
︵
梶
川
信
行
編
﹃
初
期
万
葉
論
﹄
二
〇
〇

七
年
五
月
︶

⑧

稲
岡
耕
二

前
掲
﹁
軍
王
作
歌
の
論

︱
﹃
遠
神
﹄﹃
大
夫
﹄
の
意
識
を
中
心
に

︱
﹂

⑨

梶
川
信
行

前
掲
﹁
︽
万
葉
史
︾
の
中
の
軍
王
見
山
作
歌

︱
八
世
紀
の
︽
初
期

万
葉
︾
の
論
と
し
て
﹂

⑩

梶
川
信
行

前
掲
﹁
︽
万
葉
史
︾
の
中
の
軍
王
見
山
作
歌

︱
八
世
紀
の
︽
初
期

万
葉
︾
の
論
と
し
て
﹂

⑪

平
館
英
子

前
掲
﹁
軍
王
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

⑫

佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
﹃
岩
波
文
庫

萬
葉
集
(一
)
﹄
︵
二
〇
一
三
年
一
月
︶

⑬

松
原
弘
宣
﹁
古
代
国
家
の
海
上
交
通
体
系
に
つ
い
て
﹂﹁
続
日
本
紀
研
究
﹂
二
七

三
号

平
成
三
年
二
月
︶

⑭

坂
本
信
幸

前
掲
﹁
軍
王
の
山
を
見
る
歌
﹂

⑮

伊
藤
博
﹃
萬
葉
集
全
注
﹄
巻
第
一
︵
昭
和
五
八
年
九
月
︶

⑯

坂
本
信
幸

前
掲
﹁
軍
王
の
山
を
見
る
歌
﹂

⑰

梶
川
信
行

前
掲
﹁
︽
万
葉
史
︾
の
中
の
軍
王
見
山
作
歌

︱
八
世
紀
の
︽
初
期

万
葉
︾
の
論
と
し
て
﹂

⑱

平
館
英
子

前
掲
﹁
軍
王
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

⑲

吉
永
登
﹁
軍
王
に
つ
い
て
﹂
︵﹁
関
西
大
学

国
文
学
﹂
四
七
号

昭
和
四
七
年
九

月
︶伊

藤
博

前
掲
﹁
帰
化
人
の
述
作

︱
軍
王
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂

⑳

前
掲
﹃
岩
波
文
庫
萬
葉
集
(
一
)﹄

㉑

武
田
祐
吉
﹃
萬
葉
集
全
註
釋
﹄︵
昭
和
三
一
年
七
月
︶

㉒

澤
瀉
久
孝
﹃
萬
葉
集
注
釋
﹄
︵
昭
和
三
二
年
一
一
月
︶

﹁
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
﹂

二
八



㉓

中
西
進
﹃
万
葉
集
︿
全
訳
注
原
文
附
﹀
(一
)﹄︵
一
九
七
八
年
八
月
︶

㉔

伊
藤
博

前
掲
﹃
萬
葉
集
全
注
﹄
巻
第
一

㉕

拙
稿
﹁
古
事
記
神
話
と
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
﹂︵﹃
古
事
記
神
話
の
研
究
﹄
二
〇

〇
九
年
三
月
︶

㉖

坂
本
信
幸

前
掲
﹁
軍
王
の
山
を
見
る
歌
﹂

㉗

稲
岡
耕
二

前
掲
﹁
軍
王
作
歌
の
論

︱
﹃
遠
神
﹄﹃
大
夫
﹄
の
意
識
を
中
心
に

︱
﹂

㉘

上
田
正
昭
﹁
社
会
と
環
境

︱
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