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•

本
書
に
は
、
声
で
読
む
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
和
歌
・
俳
句
・
歌
謡
・

連
句
の
中
か
ら
三
四
六
の
作
品
を
、
明
治
以
降
の
近
・
現
代
詩
の
中
か
ら
七
二
の
作
品
を
選
ん
で

収
録
し
た
。

•

作
品
は
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
原
則
と
し
て
作
者
の
生
年
順
と
し
た
が
、
活
躍
し
た
時
期
な
ど
の
文

学
史
的
事
実
も
考
慮
し
て
配
列
し
た
。

•

表
記
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
新
字
体
を
用
い
、
仮
名
づ
か
い
は
テ
キ
ス
ト
に
し
た
が
っ
た
。
ま

た
、
鑑
賞
の
便
の
た
め
、
新
仮
名
づ
か
い
で
振
り
仮
名
を
付
し
た
。

•

鑑
賞
の
手
引
き
と
な
る
脚
注
を
つ
け
た
。
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メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
か
エ
ジ
プ
ト
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
、
中
国
。
そ
れ
ら
の
土
地
で
文
字
と
い
う
も
の

が
発
明
さ
れ
、
そ
の
お
か
げ
で
遥
か
遠
方
の
人
々
に
ま
で
知
識
を
普
遍
的
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
人
類
の
歴
史
に
と
っ
て
最
大
の
事
件
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

　

私
た
ち
に
は
、
こ
の
日
本
の
島
の
上
で
は
じ
め
て
大
陸
渡
来
の
文
字
と
い
う
も
の
を
目
に
し
、
驚
き

と
好
奇
心
に
満
ち
て
そ
れ
を
使
い
は
じ
め
た
で
あ
ろ
う
六
世
紀
、
七
世
紀
の
こ
ろ
の
人
々
の
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
声
と
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
の
言

葉
だ
け
で
お
互
い
の
意
思
を
通
じ
合
わ
せ
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
文
字
と
い
う
新
し
い
、
強
力
無

比
な
伝
達
手
段
の
出
現
は
、
ど
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
出
来
事
だ
っ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
。
な
に
し
ろ
、
声

や
音
の
届
く
範
囲
の
人
々
と
の
、
そ
の
場
限
り
の
会
話
や
意
思
伝
達
し
か
で
き
な
か
っ
た
人
た
ち
が
、

文
字
の
導
入
に
よ
っ
て
、
何
百
キ
ロ
先
の
相
手
に
で
も
通
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
文

字
の
偉
力
は
絶
大
で
し
た
。
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も
と
も
と
詩
歌
は
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
と
っ
て
、
そ
の
民
族
の
言
語
の
発
生
と
と
も
に
あ

っ
た
、
喜
怒
哀
楽
や
祈
り
の
最
も
重
要
な
表
現
手
段
で
し
た
。
文
字
の
出
現
よ
り
遥
か
以
前
か
ら
、
す

で
に
お
び
た
だ
し
い
詩
歌
が
音
声
言
語
や
身
振
り
手
振
り
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
、
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
詩
歌
の
長
い
歴
史
は
、
文
字
の
導
入
後
、
一
層
豊
か
な
も

の
と
な
っ
て
人
々
の
心
の
糧
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
声
と
文
字
と
は
決
し
て
対
立
・
矛
盾
す
る
も
の

で
は
な
く
、
文
字
と
い
う
新
し
い
手
段
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
一
つ
の
詩
歌
作
品
が
何
百
万
人

も
の
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
声
と
し
て
甦
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
「
声
」
の
中
に
は
、
文
字
を
黙
読
し
て
い
る
だ
け
で
心
の
中
に
湧
き
起
こ
る
「
内
心
の
声
」
も

含
ま
れ
ま
す
。
一
千
年
前
の
詩
歌
が
ほ
ん
と
の
意
味
で
私
た
ち
の
も
の
に
な
る
の
は
、
目
と
い
う
器
官

を
通
し
て
、
実
は
私
た
ち
一
人
一
人
の
心
の
中
で
そ
れ
ら
の
文
字
が
音
と
な
り
声
と
な
っ
て
了
解
さ
れ

る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
目
が
声
を
呼
び
起
こ
す
と
き
は
じ
め
て
、
詩
歌
作
品
は
真
に
具
体
的

に
読
者
一
人
一
人
の
も
の
と
な
る
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
普
遍
性
を
そ
の
最
高

の
属
性
と
す
る
文
字
そ
の
も
の
が
、
本
来
、
声
と
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

　

私
た
ち
日
本
人
は
漢
字
と
い
う
素
晴
ら
し
い
文
字
言
語
を
日
常
使
っ
て
い
ま
す
。
漢
字
は
一
字
一
字

が
意
味
を
表
わ
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
意
味
だ
け
を
取
り
出
し
て
考
え
れ
ば
、
声
と
は
無
関
係
で
あ
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る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
漢
字
の
本
家
で
あ
る
中
国
の
詩
人
た
ち
は
、
詩

を
作
る
の
に
意
味
だ
け
を
切
り
離
し
て
書
く
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
韻
を
整
え
る

こ
と
に
漢
詩
作
法
の
最
も
基
本
的
な
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
だ
け
で
十
分
で
し
ょ
う
。

　

ま
し
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
な
表
音
文
字
を
用
い
て
書
く
全
世
界
大
多
数
の
民
族
の
場
合
、

文
字
と
音
声
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
言
う
必
要
も
な
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち

は
表
音
文
字
で
綴
ら
れ
た
詩
を
読
む
と
き
、
日
本
の
詩
歌
を
読
む
と
き
よ
り
も
か
な
り
顕
著
に
、
そ
れ

ら
の
音
に
対
し
て
敏
感
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
そ
の
他
の
表
音
文
字
が

必
然
的
に
要
求
す
る
読
み
方
な
の
で
す
。

　

日
本
の
詩
人
た
ち
も
、
言
葉
の
本
質
を
な
す
音
声
に
鈍
感
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
『
紫
式
部
日
記
』
の
中
に
、
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
が
父
藤
原
道
長
の
邸
に
帰
っ
て
皇
子
を
産
む
く

だ
り
が
あ
り
ま
す
。
皇
子
誕
生
の
祝
宴
に
侍
っ
た
女
房
た
ち
の
一
人
で
あ
る
紫
式
部
は
、
こ
の
よ
う
な

祝
宴
の
際
の
た
し
な
み
と
し
て
、
酒
を
賓
客
た
ち
に
つ
ぎ
な
が
ら
詠
み
あ
げ
る
べ
き
祝
賀
の
和
歌
を
一

首
作
っ
て
そ
の
場
に
の
ぞ
み
ま
し
た
が
、
居
並
ぶ
高
位
の
面
々
の
中
に
四
条
大
納
言
藤
原
公き

ん

任と
う

が
い
た

た
め
に
、
女
房
た
ち
が
口
々
に
「
ど
う
し
よ
う
、
恥
ず
か
し
い
。
歌
の
出
来
不
出
来
は
仕
方
が
な
い
け

れ
ど
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
声こ

わ

づ
か
い
で
詠
み
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
も
な
い
わ
」
と
ひ
そ
ひ
そ
言
い
合
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う
さ
ま
を
日
記
に
書
き
と
め
て
い
ま
す
。

　

公
任
は
当
時
の
歌
界
・
歌
学
界
の
第
一
人
者
と
目
さ
れ
た
人
で
、
有
名
な
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
編
者

で
も
あ
り
、
藤
原
一
門
の
大
物
で
し
た
。
和
歌
・
漢
詩
に
お
け
る
才
の
み
な
ら
ず
、
詩
歌
や
管
弦
の
道

に
も
傑
出
し
た
い
わ
ゆ
る
三
船
の
才
の
持
主
で
、
女
房
た
ち
が
尻
ご
み
し
た
の
も
、
公
任
の
前
で
自
作

の
和
歌
を
詠
み
あ
げ
な
が
ら
彼
の
盃
に
酒
を
す
す
め
る
役
が
ま
わ
っ
て
く
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
で
す
。

「
歌
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
こ
わ
づ
か
ひ
よ
う
い
ひ
の
べ
じ
」、
つ
ま
り
歌
の
出
来
ば
え
よ
り
も
む
し
ろ

声
を
あ
げ
て
詠
じ
る
こ
と
の
方
を
彼
女
ら
が
気
に
し
た
と
い
う
の
は
面
白
い
こ
と
で
す
。
紫
式
部
は
日

記
に
自
分
が
そ
の
時
用
意
し
て
行
っ
た
歌
を
書
き
つ
け
て
い
ま
す
か
ら
、
歌
の
出
来
ば
え
に
は
自
信
を

も
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
公
任
の
前
で
声
を
あ
げ
て
自
作
を
詠
み
あ
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
気
お
く
れ
を
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ず
っ
と
時
代
が
く
だ
っ
て
、
元
禄
時
代
の
俳
諧
の
文
句
な
し
の
巨
匠
で
あ
る
松
尾
芭
蕉
は
、
弟
子
た

ち
に
作
句
の
要
諦
と
し
て
し
ば
し
ば
「
舌
頭
に
千
転
せ
よ
」
と
教
え
ま
し
た
。
句
と
い
う
も
の
の
本
質

が
音
声
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ほ
ど
簡
潔
に
言
い
切
っ
た
言
葉
も
少

な
い
で
し
ょ
う
。

　

短
歌
形
式（
五
七
五
七
七
）、
俳
句
形
式（
五
七
五
）を
は
じ
め
と
し
て
、
日
本
の
詩
型
に
は
古
来
か
な
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り
の
種
類
の
形
式
が
あ
り
ま
し
た
。
歌
謡
の
面
白
さ
の
重
要
な
一
因
も
、
七
五
調
を
基
盤
に
し
た
詩
型

の
工
夫
の
み
ご
と
さ
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ら
す
べ
て
を
通
じ
て
、
文
字
で
表
記
す
る
場
合
、「
、
」
と
か
「
。
」、
括
弧（「　

」・（　

））、

疑
問
符（「
？
」）、
感
嘆
符（「
！
」）な
ど
、
広
い
意
味
で
の
句
読
点
は
い
っ
さ
い
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
現
代
の
活
字
本
に
な
っ
た
歌
謡
集
な
ど
で
は
句
読
点
が
つ
い
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
現
代
の
読
者
の
便
宜
を
考
慮
し
て
新
た
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

な
ぜ
句
読
点
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
句
読
点
の
助
け
が
な
く
て
も
そ
れ
ら
の
和
歌
や

俳
諧
、
歌
謡
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
詩
歌
は
く
ち
ず
さ
め
ば
わ
か
る
も
の
と
い
う
の

は
当
然
の
前
提
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
元
来
音
声
に
は
句
読
点
な
ど
な
い
か
ら
で
す
。
音
声
に
出
し
て

み
て
わ
か
る
作
品
な
ら
、
文
字
で
書
い
た
場
合
に
句
読
点
を
つ
け
る
必
要
も
な
い
わ
け
で
し
た
。

　

日
本
の
文
字
表
現
に
お
け
る
句
読
点
の
歴
史
は
ま
だ
百
年
そ
こ
そ
こ
で
す
。
句
読
点
は
、
書
か
れ
た

も
の
の
論
理
的
な
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
の
記
号
で
す
。「
意
味
」
を
と
り
や
す
く
す
る
た
め
の
便

宜
的
手
段
と
し
て
、
明
治
初
年
代
に
、
西
洋
の
書
物
の
翻
訳
と
と
も
に
日
本
語
の
中
に
入
っ
て
き
た
も

の
で
し
た
。

　

詩
歌
の
中
に
句
読
点
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
大
正
時
代
か
ら
で
す
。
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短
歌
の
中
で
も
、
一
時
期
の
若
山
牧
水
、
前
田
夕
暮
、
ま
た
長
期
に
わ
た
っ
て
句
読
点
を
使
っ
た
釈

迢
空
の
例
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
短
歌
世
界
の
異
端
で
、
周
知
の
よ
う
に
現
在
で
も
、
俳

句
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
短
歌
に
お
い
て
も
句
読
点
は
め
っ
た
に
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
比
し
て
、
大
正
期
以
後
の
自
由
詩（
近
代
詩
・
現
代
詩
）に
お
い
て
は
、
テ
ン
や
マ
ル
は
も
ち

ろ
ん
、
括
弧
や
感
嘆
符
、
疑
問
符
な
ど
を
使
用
す
る
の
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
詩
に
お
け
る
論
理
的
要
素
の
強
調
、
意
味
の
重
視
と
い
う
こ
と
と
切
り

離
せ
な
い
現
象
で
し
た
。
そ
こ
に
、
伝
統
的
な
定
型
詩
で
あ
る
短
歌
や
俳
句
と
、
近
・
現
代
詩
と
の
大

き
な
違
い
が
、
い
わ
ば
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

　

現
代
詩
は
黙
読
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
詩
で
あ
る
と
考
え
る
現
代
詩
人
が
存
在
す
る
の
も
、
こ
れ

と
深
く
関
連
し
た
現
象
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
私
は
真
に
黙
読
の
み
に
値
す
る
詩
と
い
う
も
の
が
そ

ん
な
に
あ
る
と
は
信
じ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
一
篇
で
も
そ
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
稀
有
の

出
来
事
だ
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
言
語
の
本
質
に
敢
然
と
逆
ら
っ
て
打
ち
樹
て

ら
れ
た
瞠
目
す
べ
き
奇
跡
的
作
品
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
私
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
作
品
に
出
会
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
に
谷
川
・
大
岡
両
名
が
編
む
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
日
本
の
詩
歌
作
品
を
、
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声
を
通
し
て
読
み
、
鑑
賞
す
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
編
集
し
た
も
の
で
す
。

　

編
纂
の
背
景
を
な
す
考
え
方
は
、
以
上
の
べ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
が
、
根
本
的
な
動
機
と

し
て
は
、
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
言
語
表
現
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
に
対
す
る
危
機
感
が
あ
る
と
言

え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
意
味
で
、
言
葉
の
力
を
再
確
認
し
、
強
化
す
る
た
め
の
一
つ
の
試
み

と
し
て
編
ま
れ
た
本
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
言
葉
の
力
は
、
決
し
て
大
声
で
叫
ぶ
と
こ
ろ
に
生

じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
静
か
に
、
明
確
に
、
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
、
あ
る
時
は
荘
重
に
、
ま
た
あ

る
時
は
軽
や
か
に
、
し
か
し
常
に
一
語
一
語
の
働
き
を
最
大
限
に
生
か
す
よ
う
に
し
て
書
か
れ
、
声
に

発
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
詩
歌
作
品
は
立
証
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
た
め
に
作
品
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
作
者
の
皆
さ
ん
に
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

編
纂
作
業
が
終
わ
る
ま
で
に
は
、
思
い
の
ほ
か
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は

編
者
両
名
の
合
議
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
す
。
現
代
詩
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
耳
で
聞
く
こ
と
を

第
一
目
的
と
し
た
の
で
、
他
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
類
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
性
格
の
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

　

本
文
の
下
欄
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
鑑
賞
の
手
引
き
と
な
る
と
思
わ
れ
る
注
記
を
つ
け
ま
し
た
。



16

屋
上
屋
を
架
す
る
愚
に
お
ち
い
っ
て
い
な
い
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
注
記
は
、
和
歌
・
俳
句

を
大
岡
、
近
・
現
代
詩
を
谷
川
が
担
当
し
ま
し
た
。



古
典
和
歌





生
没
年
未
詳

晩
秋
の
田
の
面
に
垂
れ
る
稲
穂
。
そ
の

上
に
重
く
漂
う
朝
霧（
霞
の
語
は
古
代

で
は
霧
を
も
意
味
し
ま
し
た
）。
い
っ

た
い
ど
の
方
角
に
む
け
て
こ
の
霧
は
晴

れ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
霧

さ
な
が
ら
の
私
の
恋
は
？　

第
十
六
代

仁
徳
天
皇
の
皇
后
磐
姫
皇
后
は
、
情
熱

的
で
嫉
妬
深
い
お
后
と
い
う
伝
承
が
あ

り
、
こ
の
歌
も
、
後
世
の
恋
歌
が
皇
后

の
そ
う
い
う
性
格
に
合
わ
せ
て
彼
女
に

仮
託
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
上
句

（
か
み
の
く
）の
自
然
描
写
と
下
句（
し

も
の
く
）の
心
理
の
重
ね
合
わ
せ
方
が

み
ご
と
で
す
。

六
一
四
―
六
六
九

藤
原
家
の
祖
鎌
足
。
天
智
天
皇
の
右
腕

と
も
い
う
べ
き
重
臣
で
し
た
。
そ
の
人

物
が
、
采
女（
う
ね
め
）安
見
児
を
つ
い

に
手
に
入
れ
た
勝
利
の
凱
歌
を
あ
げ
て

い
ま
す
。
こ
の
種
の
恋
の
勝
利
の
歌
は

日
本
詩
歌
史
に
珍
し
い
も
の
。
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藤ふ
じ

原わ
ら
の

鎌か
ま

足た
り

わ
れ
は
も
や
安や
す

見み

児こ

得
た
り
皆み
な

人ひ
と

の

得え

難が
て

に
す
と
ふ
安
見
児
得
た
り

 

磐い
わ
の

姫ひ
め
の

皇お
お

后き
さ
き

秋
の
田
の
穂ほ

の
上え

に
霧き

ら
ふ
朝あ
さ

霞が
す
み

　

何い

処つ

辺へ

の
方か
た

に
わ
が
恋こ

ひ
止や

ま
む



七
世
紀
の
人

「
額
田
王
、
近
江
天
皇（
天
智
）を
思（
し

の
）ひ
て
作
る
歌
」
と
あ
り
ま
す
。
彼

女
は
大
海
人（
お
お
あ
ま
）皇
子
の
妃
で

し
た
が
、
の
ち
皇
子
の
実
兄
天
智
天
皇

の
妃
の
一
人
と
な
り
ま
し
た
。
相
手
の

訪
れ
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
女
性
。
ほ

ん
の
か
す
か
な
物
音
や
動
き
に
さ
え
胸

が
と
き
め
い
て
。

生
没
年
未
詳

『
万
葉
集
』
に
は
こ
れ
と
並
ん
で
同
じ

作
者
の
次
の
歌
も
あ
り
ま
す
。

わ
が
背
子
は
物
な
思
ほ
し
事
し
あ
ら

ば
火
に
も
水
に
も
わ
れ
無
け
な
く
に

女
の
方
が
男
に
比
べ
ひ
た
ぶ
る
に
恋
に

生
き
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
男

は
気
弱
で
体
面
の
こ
と
な
ど
気
に
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
女
に
は
じ

れ
っ
た
く
も
あ
り
、
い
と
し
く
も
あ
り

…
…
。
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額ぬ
か

田だ
の

王
お
お
き
み

君
待
つ
と
わ
が
恋こ

ひ
を
れ
ば
わ
が
屋や

戸ど

の

す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹ふ

く

 

安あ

倍べ
の

女い
ら

郎つ
め

今い
ま

更さ
ら

に
何
を
か
思
は
む
う
ち
な
び
き

こ
こ
ろ
は
君
に
よ
り
に
し
も
の
を



未
詳
―
七
一
六

「
石
ば
し
る
」
は
石
の
上
を
激
し
く
水

が
流
れ
る
さ
ま
。「
垂
水
」
は
滝
。
古
来
、

春
の
名
歌
と
し
て
愛
誦
さ
れ
た
歌
。

六
六
一
―
七
〇
一

伊
勢
神
宮
に
斎
宮
と
し
て
仕
え
て
い
る

大
伯
皇
女
の
も
と
に
、
同
母
弟
大
津
皇

子
が
一
夜
ひ
そ
か
に
訪
れ
ま
し
た
。
ど

ん
な
重
大
な
話
が
か
わ
さ
れ
た
の
か
は

も
と
よ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
姉
は
早
暁
、

朝
露
に
濡
れ
な
が
ら
、
愛
す
る
た
だ
一

人
の
弟
が
大
和
へ
帰
る
の
を
見
送
り
ま

す
。
日
な
ら
ず
し
て
大
津
皇
子
は
反
逆

の
汚
名
を
き
せ
ら
れ
、
処
刑
さ
れ
ま
す
。

皇
女
が
胸
お
の
の
か
せ
て
見
送
っ
た
弟

は
、
あ
れ
き
り
見
お
さ
め
と
な
り
ま
し

た
。
姉
弟
の
別
れ
な
の
に
、
こ
の
歌
に

は
さ
な
が
ら
恋
人
同
士
の
別
れ
の
よ
う

な
熱
い
思
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
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志し

貴き
の

皇み

子こ

石い
わ

ば
し
る
垂た
る

水み

の
上
の
さ
蕨わ
ら
びの

萌も

え
出い

づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も

 

大お
お

伯く
の

皇ひ
め

女み
こ

わ
が
背せ

子こ

を
大や
ま
と和
へ
遣や

る
と
さ
夜よ

深ふ

け
て

暁
あ
か
と
き

露つ
ゆ

に
わ
が
立
ち
濡ぬ

れ
し



六
六
三
―
六
八
六

奈
良
の
磐
余（
い
わ
れ
）の
池
の
ほ
と
り

で
処
刑
さ
れ
た
皇
子
が
、
そ
の
場
で
歌

っ
た
と
さ
れ
る
臨
終
詠
。「
も
も
づ
た

ふ
」
は
イ
音
に
か
か
る
枕
詞
。「
雲
隠

る
」
は
高
位
の
人
が
死
ぬ
こ
と
の
婉
曲

な
表
現
。
池
に
鳴
く
鴨
よ
、
そ
な
た
を

見
る
の
も
今
日
を
限
り
と
し
て
死
ん
で

ゆ
く
の
か
、
私
は
。
宮
廷
の
権
力
争
い

の
渦
中
で
反
逆
罪
の
汚
名
を
き
せ
ら
れ
、

二
十
四
歳
で
殺
さ
れ
た
大
津
皇
子
は
、

文
武
に
秀
で
た
偉
才
で
し
た
。
妃
は
皇

子
の
遺
骸
に
か
け
寄
っ
て
殉
死
し
ま
し

た
。

七
世
紀
―
八
世
紀
前
半
の
人

女
帝
持
統
天
皇
が
伊
勢
に
行
幸
し
た
折
、

明
日
香
の
都
に
残
っ
た
人
麻
呂
が
、
一

行
の
賑
や
か
な
舟
遊
び
を
思
い
や
っ
て

作
っ
た
連
作
の
一
首
。「
娘
子
ら
」
は

若
々
し
い
女
官
た
ち
。
彼
女
ら
の
美
し

い
裳
裾
を
濡
ら
し
に
く
る
海
の
波
。
エ

ロ
ス
の
息
吹
き
が
歌
に
輝
き
を
も
た
ら

し
て
い
ま
す
。

22

 

　

柿
か
き
の

本も
と

人の
ひ

麻と
ま

呂ろ

嗚あ呼
見み

の
浦う
ら

に
船
乗
り
す
ら
む
娘お
と
め子
ら
が

玉た
ま

裳も

の
裾す
そ

に
潮し
お

満み

つ
ら
む
か

 

大お
お

津つ
の

皇み

子こ

も
も
づ
た
ふ
磐い
わ
れ余
の
池
に
鳴
く
鴨か
も

を

今
日
の
み
見
て
や
雲く
も

隠が
く

り
な
む



「
留
火
の
」
は
「
明（
あ
か
）」
に
か
か

る
枕
詞
。
明
石
海
峡
に
船
が
入
ろ
う
と

す
る
と
き
、
遠
ざ
か
り
ゆ
く
故
郷
大
和

の
方
角
を
振
り
か
え
り
つ
つ
、
も
は
や

わ
が
家
の
あ
た
り
も
見
え
な
く
な
っ
た

と
詠
嘆
し
て
い
ま
す
。
遠
ざ
か
る
か
ら

一
層
故
郷
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

「
も
の
の
ふ
の
八
十
」
は
「
氏（
ウ
ヂ
）」

に
か
か
る
枕
詞
で
、
同
音
の
縁
で
「
宇

治（
川
）」
に
も
か
か
り
ま
す
。
魚
獲
の

た
め
に
仕
か
け
た
宇
治
川
の
網
代
、
急

流
が
し
ば
し
た
ゆ
た
っ
て
は
た
ち
ま
ち

流
れ
去
っ
て
ゆ
く
。
波
の
行
方
は
ど
こ

へ
と
も
知
れ
な
い
。
永
遠
に
流
れ
去
っ

て
消
え
て
ゆ
く
波
を
詠
み
つ
つ
、
沈
痛

な
調
べ
の
背
後
に
、
波
と
同
様
消
え
去

っ
て
ゆ
く
人
の
命
へ
の
嘆
き
を
に
じ
ま

せ
て
、
古
来
有
名
な
歌
。
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柿
か
き
の

本も
と

人の
ひ

麻と
ま

呂ろ

留と
も

火し
び

の
明あ
か
し石
大お
お

門と

に
入
ら
む
日
や

漕こ

ぎ
別
れ
な
む
家
の
あ
た
り
見
ず

 

　

柿
か
き
の

本も
と

人の
ひ

麻と
ま

呂ろ

も
の
の
ふ
の
八や

十そ

氏う
じ

河か
わ

の
網あ

代じ
ろ

木ぎ

に

い
さ
よ
ふ
波
の
行ゆ

く
方え

知
ら
ず
も



「
朝
影
」
は
、
朝
ま
だ
き
、
日
を
う
け

て
弱
々
し
く
地
に
落
ち
て
い
る
物
の
影
。

「
玉
か
ぎ
る
」
は
「
ほ
の
か
」
に
か
か

る
枕
詞
で
、
玉
が
微
光
を
発
す
る
状
態

を
い
う
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
ほ

ん
の
わ
ず
か
な
間
逢
っ
た
だ
け
の
女
性

に
対
す
る
恋
心
を
歌
っ
た
も
の
。
朝
影

の
よ
う
に
わ
が
身
は
や
つ
れ
て
し
ま
っ

た
、
と
訴
え
て
い
ま
す
。
細
み
の
中
に

優
艶
さ
を
た
た
え
た
歌
。

成
立
年
代
未
詳

広
い
夜
空
は
広
い
海
原
。
そ
の
海
に
波

が
立
つ
。
そ
れ
は
雲
。
東
か
ら
西
へ
、

月
の
船
が
し
ず
か
に
進
ん
で
ゆ
く
。
星

が
林
に
な
っ
て
天
を
覆
っ
て
い
る
そ
の

あ
い
だ
を
縫
っ
て
。『
万
葉
集
』
に
は

す
ぐ
れ
た
叙
景
歌
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
歌
は
中
で
も
異
色
。
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柿
か
き
の

本も
と

人の
ひ

麻と
ま

呂ろ

歌か
し

集ゅ
う

朝あ
さ

影か
げ

に
わ
が
身
は
な
り
ぬ
玉
か
ぎ
る

ほ
の
か
に
見
え
て
去い

に
し
子
ゆ
ゑ
に

 

　

柿
か
き
の

本も
と

人の
ひ

麻と
ま

呂ろ

歌か
し

集ゅ
う

天あ
め

の
海
に
雲
の
波
立
ち
月
の
船

星
の
林
に
漕こ

ぎ
隠か
く

る
見
ゆ



こ
れ
ま
た
恋
に
や
つ
れ
た
男
の
歌
。
求

婚
の
た
め
何
度
で
も
足
を
運
ぶ
が
、
相

手
の
女
性
と
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す
。
そ
の
た
め
私
は
、
身
も
心
も
、

天
地
に
満
ち
る
露
霜
に
濡
れ
そ
ぼ
っ
て

し
ま
っ
た
、
と
。

六
六
〇
―
七
三
三
頃

「
天
離
る
」
は
都
か
ら
天
の
よ
う
に
遠

い
の
意
で
、「
鄙
」
の
枕
詞
。
憶
良
は

こ
の
歌
を
詠
ん
だ
時
、
筑
前
守
と
し
て

九
州
に
赴
任
し
て
以
来
も
う
五
年
が
経

っ
て
い
ま
し
た
。
国
守
の
任
期
は
四
年

が
建
前
。
す
で
に
一
年
余
計
に
田
舎
暮

ら
し
を
し
て
い
る
こ
の
身
は
、
も
う
懐

し
い
大
和
の
都
風
俗
も
忘
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
、
と
嘆
い
て
訴
え
た
の
で
す
。

お
さ
え
難
い
帰
心
を
訴
え
ら
れ
た
相
手

は
、
大
伴
旅
人
。
大
宰
府
長
官
と
し
て

憶
良
の
上
司
兼
歌
友
で
し
た
。
そ
の
旅

人
が
大
納
言
と
な
り
都
へ
帰
る
時
、
送

別
宴
で
詠
ま
れ
た
の
が
こ
の
歌
。
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山
や
ま
の
う
え
の
上
憶お
く

良ら

天あ
ま

離ざ
か

る
鄙ひ
な

に
五い
つ

年と
せ

住
ま
ひ
つ
つ

都
の
風て
ぶ
り俗
忘わ
す

ら
え
に
け
り

 

　

柿
か
き
の

本も
と

人の
ひ

麻と
ま

呂ろ

歌か
し

集ゅ
う

行
け
ど
行
け
ど
逢あ

は
ぬ
妹い
も

ゆ
ゑ
ひ
さ
か
た
の

天あ
め

の
露つ
ゆ

霜じ
も

に
ぬ
れ
に
け
る
か
も



七
世
紀
―
八
世
紀
の
人

黒
人
は
人
麻
呂
よ
り
少
し
後
の
宮
廷
詩

人
。『
万
葉
集
』
に
十
数
首
の
旅
の
歌

を
残
す
だ
け
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
旅

の
歌
人
と
し
て
有
名
で
す
。「
安
礼
の

崎
」
は
東
海
地
方
の
岬
で
し
ょ
う
。
官

吏
と
し
て
多
少
は
立
派
な
船
に
乗
っ
て

旅
す
る
黒
人
が
、
す
れ
違
っ
て
い
っ
た

横
板
も
な
い
粗
末
な
小
舟
の
今
夜
の
泊

り
を
思
い
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
危
う

げ
な
小
舟
と
舟
人
の
姿
が
、
胸
に
し
み

て
忘
れ
ら
れ
な
い
の
で
す
。

憶
良
と
い
え
ば
「
貧
窮
問
答
の
歌
」
の

よ
う
な
人
事
詠
・
世
相
批
判
の
歌
で
特

に
知
ら
れ
ま
す
が
、
嬉
し
い
こ
と
に
こ

う
い
う
優
し
い
自
然
詠
も
残
し
て
い
ま

す
。
五
七
七
・
五
七
七
の
形
式
の
旋
頭

歌（
せ
ど
う
か
）。
歌
わ
れ
て
い
る
の
は

秋
の
七
草
。
尾
花
は
ス
ス
キ
、
朝
貌
は

ア
サ
ガ
オ
、
ム
ク
ゲ
、
キ
キ
ョ
ウ
な
ど

の
諸
説
が
あ
り
ま
す
。
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高た
け

市ち
の

連む
ら
じ

黒く
ろ

人ひ
と

何い
ず
く処
に
か
船ふ
な

泊は

て
す
ら
む
安あ

礼れ

の
崎さ
き

漕こ

ぎ
廻た

み
ゆ
き
し
棚た
な

無な

し
小お

舟ぶ
ね

 

山
や
ま
の
う
え
の
上
憶お
く

良ら

萩は
ぎ

の
花　

尾お

花ば
な　

葛く
ず

花ば
な　

瞿な
で

麦し
こ

の
花

女お
み
な
え
し

郎
花　

ま
た　

藤ふ
じ

袴ば
か
ま
　

朝あ
さ

貌が
お

の
花


