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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
谷
崎
潤
一
郎
の
『
万
葉
集
』
を
中
心
に
上
代
文
学
と
の
関
わ
り

を
検
討
し
、
谷
崎
に
お
け
る
古
典
文
学
受
容
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

谷
崎
潤
一
郎
が
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
の
関
東
大
震
災
を
き
っ

か
け
に
、
関
西
へ
移
住
し
た
前
後
の
時
期
、
そ
れ
ま
で
の
西
洋
的
モ
ダ
ニ

ズ
ム
を
是
と
す
る
価
値
観
か
ら
一
変
し
て
、
日
本
古
典
文
化
へ
の
傾
倒
を

深
め
て
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
「
古
典
回
帰
」

と
呼
ば
れ
る
こ
の
時
期
は
、
厳
密
に
関
東
大
震
災
と
連
動
す
る
わ
け
で
は

な
い
も
の
の
、
こ
れ
以
降
関
西
弁
や
古
語
を
駆
使
し
な
が
ら
、
現
代
口
語

と
の
調
和
を
計
ろ
う
と
す
る
独
特
の
表
現
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
試
み
は
古
典
文
学
の
世
界
と
現
代
文
学
の
時
空
を
結
び
合
わ
せ
な
が
ら
、

戦
中
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
『
細
雪（

（
（

』
や
、三
度
に
わ
た
る
『
源
氏
物
語
』

の
現
代
語
訳（

2
（

へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
。

　
『
刺
青
』
で
の
デ
ビ
ュ
ー
以
来
、
多
数
の
歴
史
も
の
を
著
し
て
き
た
谷

崎
は
、
関
西
生
活
を
経
て
『
源
氏
物
語
』
を
頂
点
と
す
る
平
安
期
文
学
を

頂
点
と
し
て
、
さ
ら
に
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
な
中
世
文
学
や
、
馬
琴
、

芭
蕉
、
西
鶴
と
い
っ
た
近
世
を
代
表
す
る
諸
作
家
に
す
ら
、
王
朝
的
美
学

に
連
な
る
よ
う
な
要
素
を
も
認
め
つ
つ
、
そ
の
現
存
を
古
典
芸
能
に
み
る

と
い
う
古
典
観
を
育
ん
で
い
っ
た
。
関
西
移
住
は
江
戸
文
芸
や
古
典
芸
能

へ
の
追
慕
を
深
め
た
側
面
も
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
平
安
中
期
の

物
語
や
和
歌
を
最
高
峰
と
し
て
考
え
る
路
線
を
踏
襲
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
古
典
文
化
観
か
ら
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う

領
域
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
も
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
例
え
ば
仏

教
や
神
道
と
い
っ
た
宗
教
文
学
、
そ
し
て
『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る

上
代
文
学
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
と
谷
崎
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
専
論
は
管
見
に
入
ら
ず
、

ま
た
分
厚
い
「
古
典
回
帰
」
論
を
め
ぐ
る
研
究
史
上
に
お
い
て
も
、
ほ
と

ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い（

（
（

。
む
し
ろ
、
谷
崎
は
『
万
葉
集
』
に
対
す

谷
崎
潤
一
郎
と
『
万
葉
集
』
の
時
代

梅　

田　
　
　

径
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る
敵
愾
心
を
強
く
も
っ
て
い
た
よ
う
で
、
大
正
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
一

般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
『
万
葉
集
』
へ
の
賛
美
に
つ
い
て
嫌
悪
を
示
す
こ
と

も
多
い
。

　
『
万
葉
集
』
や
『
懐
風
藻
』
の
書
名
や
、
人
丸
や
家
持
の
名
前
が
エ
ッ

セ
イ
や
小
説
に
出
て
く
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
歌
や
表
現
に
つ
い
て
肯

定
的
な
評
価
を
下
す
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
幼
年
期
に
は

水
天
宮
の
七
五
座
で
眉
輪
王
の
芝
居
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ

と
を
記
し
て
い
る（

4
（

ほ
か
、
光
明
皇
后
の
逸
話
に
つ
い
て
関
心
を
寄
せ
た
こ

と
も
あ
る
。

　

谷
崎
の
『
万
葉
集
』
へ
の
嫌
悪
は
、
上
代
文
学
全
体
に
対
す
る
嫌
悪
と

同
一
の
感
性
に
根
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。
谷
崎
潤
一
郎
の
古
典
文
学
受
容

を
考
え
る
上
で
、『
万
葉
集
』
は
明
確
に
敵
意
を
示
し
た
ほ
ぼ
唯
一
の
作

品
と
い
う
点
で
注
意
す
べ
き
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
し
て
考

え
ら
れ
て
き
た
谷
崎
の
古
典
文
学
観
を
相
対
化
す
る
上
で
も
重
要
な
視
座

を
提
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

二　

初
期
に
お
け
る
古
典
受
容

　

谷
崎
の
初
期
作
品
に
上
代
文
学
に
対
す
る
言
述
を
認
め
る
こ
と
は
難
し

い
。
校
友
会
雑
誌
等
を
初
出
と
す
る
デ
ビ
ュ
ー
前
の
作
品
も
含
め
、
谷
崎

の
小
説
に
『
万
葉
集
』
摂
取
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
比
較
的
初

期
の
自
伝
的
小
説
と
い
っ
て
よ
い
『
饒
太
郎（

（
（

』
に
も
『
万
葉
集
』
の
言
及

は
な
い
し
、
同
じ
く
幼
年
期
の
谷
崎
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

『
神
童（

（
（

』
に
も
み
え
な
い
。

　

た
だ
、
谷
崎
は
大
正
期
に
多
く
の
時
代
物
の
戯
曲
を
書
い
て
い
る
中
で
、

『
法
成
寺
物
語（

（
（

』
の
よ
う
な
平
安
文
学
を
題
材
に
と
っ
た
作
品
に
は
、
ご

く
わ
ず
か
な
が
ら
平
安
期
以
前
の
文
化
に
つ
い
て
触
れ
る
場
面
を
み
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

道
長　

い
や
〳
〵
、
満
更
例
の
な
い
事
で
も
な
い
の
ぢ
や
。
遠
い
古

の
話
ぢ
や
が
、
大
和
国
の
法
華
寺
に
あ
る
十
一
面
観
世
音
は
、
忝
く

も
天て
ん

平ぴ
ょ
うの

昔
聖あ
め
の
み
か
ど

武
帝
の
御
お
ん
き
さ
き后

光
明
皇
后
の
御
お
ん
か
ん
ば
せ

顔
を
写
し
奉
つ
た
も
の

ぢ
や
と
聞
い
て
居
る
。
さ
う
し
て
見
れ
ば
、
其
方
の
姿
を
写
し
取
る

の
に
何
の
不
思
議
も
な
い
で
は
な
い
か
。

　

同
作
中
に
は
も
う
一
度
「
古
の
光
明
皇
后
」
と
い
っ
た
表
現
が
み
え
る
。

時
期
は
昭
和
に
下
る
が
「
顔
世（

（
（

」
に
み
え
る
師
直
の
台
詞
も
同
じ
こ
と
を

述
べ
て
い
る
よ
う
だ
。

師
直　

さ
れ
ば
本
朝
の
衣そ
と
お
り
ひ
め

通
姫
、
唐
の
楊
貴
妃
な
ど
は
、
遠
い
昔
の

物
語
の
上
で
の
こ
と
、
先
づ
そ
の
や
う
な
の
は
、
残
念
な
が
ら
今
の

世
の
中
に
は
見
当
た
る
ま
い
と
存
ず
る
な
。

　

道
長
が
光
明
皇
后
の
御
顔
を
仏
像
に
写
し
取
ら
れ
た
先
例
を
「
遠
い
古

の
話
」
だ
と
述
べ
る
時
代
感
覚
も
、
師
直
が
「
遠
い
昔
」
の
こ
と
が
「
今

の
世
」
に
通
じ
な
い
と
い
う
認
識
も
、
谷
崎
自
身
が
天
平
文
化
の
時
代
を

「
遠
く
」
感
じ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
「
新
年
雑
感（

（
（

」
で
は
、
漢
詩
文
を
取
り
上
げ
た
文
章
の
一
節
で
、

徳
川
時
代
の
漢
詩
よ
り
も
『
本
朝
文
粋
』
や
『
懐
風
藻
』
を
高
く
評
価
し

て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

漢
文
や
漢
詩
文
な
ど
も
、
本
朝
文
粋
や
懐
風
藻
に
あ
る
も
の
ゝ
方
が
、
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徳
川
時
代
の
漢
詩
人
の
も
の
に
較
べ
て
、
ど
ん
な
に
真
実
で
、
高
雅

で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。徳
川
時
代
の
漢
詩
は
、幇
間
が
漢
字
を
使
つ

て
駄
洒
落
を
云
つ
て
ゐ
る
か
、
書
生
が
腕
を
扼
し
て
軍
歌
を
歌
つ
て

い
る
様
な
も
の
だ
。

　

少
な
く
と
も
『
本
朝
文
粋
』
や
『
懐
風
藻
』
と
い
っ
た
作
品
に
は
、「
真

実
」
や
「
高
雅
」
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
し
『
懐

風
藻
』、
あ
る
い
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
と
違
い
、『
万
葉
集
』
の
名
前
が

挙
が
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。

三　
『
万
葉
集
』
受
容
の
試
み

　

谷
崎
の
『
万
葉
集
』
受
容
を
考
え
る
上
で
、「
母
を
恋
ふ
る
記（

（1
（

」
の
エ

ピ
グ
ラ
フ
は
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
に
し
へ
に
恋
ふ
る
鳥
か
も
ゆ
づ
る
葉
の
三
井
の
上
よ
り
な
き
渡
り

行
く

─
萬
葉
集

─

　

こ
の『
万
葉
集
』（
巻
二
・
一
一
一
）の
エ
ピ
グ
ラ
フ
が
持
つ
意
味
は
、「
母

を
恋
ふ
る
記
」
の
先
行
研
究
で
も
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
わ
ず
か
に
千
葉
俊
二
が
谷
崎
が
現
実
の
母
と
想
像
上
の
母

の
二
面
性
を
追
求
す
る
な
か
で
、
こ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
か
ら
「
い
に
し
え
」

の
時
空
に
あ
る
、「
母
の
国
」
へ
と
む
か
お
う
と
す
る
意
思
を
読
み
取
れ

る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

。

　

し
か
し
、
谷
崎
が
後
に
佐
藤
春
夫
の
「
月
か
げ（

（1
（

」（「
指
紋
」
の
続
篇
の

短
篇
で
亡
く
な
っ
た
Ｒ
・
Ｎ
と
い
う
友
人
の
英
文
で
書
か
れ
た
遺
稿
を
翻

訳
し
た
と
い
う
体
裁
を
と
る
）
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
「
母
を
恋
ふ
る
記
」

を
書
い
た
と
い
う
と
お
り
、谷
崎
が
こ
こ
で
企
図
し
よ
う
と
し
た
の
は「
月

か
げ
」
の
冒
頭
の
英
文
レ
タ
ー
を
模
し
て
、
作
品
に
最
初
の
異
化
作
用
を

齎
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か（

（1
（

。

　

千
葉
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
正
六
年
に
は
佐
藤
春
夫
と
の
出
会
い
が

あ
り
、
以
降
谷
崎
は
佐
藤
か
ら
小
さ
く
な
い
影
響
を
受
け
た（

（1
（

。「
月
か
げ
」

の
英
文
に
相
当
す
る
異
化
作
用
を
引
き
起
こ
す
詩
文
と
し
て
、「
母
」
の

面
影
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
、
子
が
詠
ん
だ
歌
と
し
て
当
該
歌
が
選
ば
れ

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
エ
ピ
グ
ラ
ス
は
む
し
ろ
『
万
葉
集
』
が
谷
崎
に
と
っ

て
、「
月
か
げ
」
の
英
語
と
等
し
い
ほ
ど
に
遠
い
世
界
の
表
現
で
あ
っ
た

か
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
芸
術
一
家
言（

（1
（

」
や
「
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
か
ら（

（1
（

」
と
い
っ
た
評
論
的
エ
ッ

セ
イ
に
お
い
て
も
、
上
代
文
学
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
が
な
い
。
漱
石
、

鷗
外
、
露
伴
と
い
っ
た
明
治
期
の
作
家
た
ち
の
作
品
批
評
が
中
心
で
あ
る
。

古
典
文
学
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
る
が
『
万
葉
集
』
に
触
れ
る
と
こ
ろ
は

な
い
。『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
か
っ
た
谷
崎
が
エ
ピ

グ
ラ
フ
に
万
葉
歌
を
使
っ
た
こ
と
は
、
近
代
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
の
影

響
か
ら
離
れ
が
た
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
エ
ピ
グ
ラ
フ
自
体
は
後

の
作
品
に
も
使
わ
れ
る
が
、『
万
葉
集
』
を
象
徴
的
な
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し

て
利
用
す
る
試
み
は
後
の
作
品
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

四　

昭
和
期
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
に
対
す
る
敵
愾
心

　

昭
和
に
入
る
と
谷
崎
は
『
万
葉
集
』
に
否
定
的
な
記
述
を
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
比
較
的
初
期
の
様
相
が
「
岡
本
に
て（

（1
（

」
に
み
て
と
れ
る
。
高
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校
時
代
に
は
自
ら
も
和
歌
を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
た
後
に
続
け
て
、

現
代
の
和
歌
は
猫
も
杓
子
も
万
葉
調
が
流
行
り
の
や
う
だ
が
、
こ
と

さ
ら
万
葉
の
訛
り
を
真
似
る
の
は
、
素
朴
な
や
う
で
あ
つ
て
実
は
甚

だ
匠
ん
で
あ
る
気
が
す
る
。
そ
の
く
ら
ゐ
な
ら
技
巧
を
弄
し
た
古
今

や
新
古
今
を
学
ぶ
方
が
ま
だ
し
も
無
邪
気
で
は
な
い
の
か
。

　

と
述
べ
て
い
る
。
当
世
に
は
「
万
葉
調
」
が
流
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
「
素
朴
」
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
技
巧
を
「
匠
ん
で
」
い
る

か
ら
、
本
来
的
に
技
巧
的
な
『
古
今
集
』
や
『
新
古
今
集
』
を
学
ん
だ
ほ

う
が
「
無
邪
気
」
な
の
だ
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
は
『
万
葉
集
』
が
素
朴
か

つ
実
直
な
う
た
い
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
通
俗
的
な
理
解
が
見

え
隠
れ
す
る
が
、
そ
の
素
朴
さ
を
庶
幾
し
て
い
る
の
が
現
代
の
短
歌
だ
と

認
識
し
て
い
る（

（1
（

。
そ
の
上
で
、
こ
う
し
た
「
素
朴
」
へ
の
回
帰
を
欺
瞞
だ

と
喝
破
す
る
の
が
昭
和
四
年
時
点
に
お
け
る
谷
崎
の
現
代
短
歌
観
で
あ
っ

た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
直
接
論
難
す
る
の
は
『
万
葉
集
』
で
は

な
く
、「
万
葉
の
訛
り
」
で
あ
る
が
、
で
は
「
訛
り
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
『
文
章
読
本
』
で
あ
る（

（1
（

。
古
語
を
扱
う
上
で

の
注
意
を
記
し
た
箇
所
に
注
意
し
た
い
。

こ
ゝ
に
古
語
と
申
し
ま
す
の
は
、
明
治
以
後
、
西
洋
の
文
化
が
這
入

つ
て
か
ら
出
来
た
言
葉
を
新
語
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
以
前

か
ら
伝
は
つ
て
ゐ
る
言
葉
を
指
し
て
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
古
語
に

も
神
代
の
昔
か
ら
あ
る
言
葉
や
、
徳
川
時
代
に
造
ら
れ
た
比
較
的
新

し
い
言
葉
や
、
い
ろ
〳
〵
種
類
が
あ
り
ま
せ
う
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち

で
今
も
尚
一
般
に
使
用
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
言
葉
、こ
れ
が
一
番
、何
処
で

誰
が
使
つ
て
も
危
な
気
が
な
く
、
誤
用
や
誤
解
の
恐
れ
が
少
い
の
で
、

分
か
り
易
い
と
云
ふ
原
則
に
よ
く
当
て
嵌
ま
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

　

古
語
の
中
に
も
「
い
ろ
〳
〵
種
類
」
が
あ
る
と
い
う
も
の
の
、
こ
こ
で

実
際
に
対
比
さ
れ
る
の
は
神
代
の
言
葉
と
徳
川
時
代
の
言
葉
と
い
う
時
代

の
近
古
の
区
別
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
今
も
尚
一
般
に
使
用
」
さ

れ
る
言
葉
が
よ
い
、
な
ぜ
な
ら
「
分
か
り
易
い
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う
理

路
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
葉
の
誤
用
や
誤
解
を
避
け
る
こ
と
が

よ
い
表
現
だ
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
他
の
箇
所
に

も
み
え
る
。

　

す
な
わ
ち
『
文
章
読
本
』
は
、
外
来
語
や
古
語
と
い
っ
た
現
代
語
の
周

縁
の
表
現
の
う
ち
か
ら
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
、
ど
の
よ
う
に
取
り
こ
む
べ

き
か
を
問
題
と
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
関
東
大
震
災

以
後
、
擬
古
文
調
を
取
り
込
ん
だ
文
章
を
模
索
す
る
谷
崎
は
、
古
語
と
現

代
語
を
「
分
か
り
易
く
」
混
合
さ
せ
る
こ
と
を
も
く
ろ
ん
で
い
た（

11
（

。
こ
れ

は
当
然
、
英
語
と
漢
語
を
含
む
外
来
語
の
利
用
に
お
い
て
も
、
お
な
じ
く

理
解
が
容
易
な
日
本
語
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
語
彙
の
使
用
が
よ
い
と
述
べ
る

の
だ
が
、
そ
こ
に
上
代
の
作
品
に
つ
い
て
の
言
及
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
語
系
統
の
言
葉
が
よ
い
と
申
し
ま
し
て
も
、
古
事
記
や
萬
葉
に

し
か
見
出
だ
せ
な
い
や
う
な
も
の
よ
り
も
、
一
般
に
通
用
す
る
漢
語

の
方
が
優
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
申
す
迄
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
登
場
す
る
「
古
事
記
」
と
「
萬
葉
」
に
し
か
み
ら
れ
な
い
表
現

は
、「
日
本
語
系
統
」
で
は
あ
る
が
「
一
般
に
通
用
す
る
漢
語
」
と
の
距

離
を
計
ら
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
道
長
や
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師
直
に
語
ら
せ
た
「
古
」
が
今
で
は
通
用
し
な
い
の
だ
と
い
う
感
覚
は
、

古
典
回
帰
を
経
て
よ
り
強
く
谷
崎
の
中
に
根
づ
い
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
「
古
」
に
し
か
通
用
し
な
い
表
現
を
、
現
代
に
無
理
矢
理
再
生
さ
せ
よ

う
と
す
る
不
自
然
な
表
現
こ
そ
、谷
崎
が
「
訛
り
」
と
感
じ
る
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

五　

対
話
に
沈
黙
す
る
谷
崎

　

耳
遠
い
表
現
を
あ
え
て
利
用
す
る
「
万
葉
調
」
は
、
本
来
現
代
に
通
用

し
て
い
な
い
古
の
表
現
を
無
理
矢
理
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
谷

崎
の
文
章
観
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
文
章
を
語
る
夕（

1（
（

」
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
他
、
司
会
の
室
伏
高
信
、
茅

野
蕭
々
、
後
藤
末
雄
、
市
河
三
喜
、
末
広
厳
太
郎
、
辰
野
隆
が
参
加
し
た

座
談
会
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
谷
崎
『
文
章
読
本
』
と
『
万
葉
集
』
を
巡
る

議
論
が
み
う
け
ら
れ
る
。

室
伏　

 

こ
れ
も
や
は
り
「
文
章
読
本
」
に
あ
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、

外
国
語

─
文
体
の
違
っ
た
も
の
に
は
飜
訳
が
十
分
出
来
な

い
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
あ
る
よ
う
で
す
が
、
市
河
さ
ん
ど

う
で
し
ょ
う
、
英
語
を
完
全
に
日
本
語
に
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
も
ん
で
す
か
。「
万
葉
集
」
を
「
文
章
読
本
」
に
は
例

を
引
い
て
あ
り
ま
す
が
、
完
全
に
飜
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は

絶
対
に
出
来
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

市
河　

 

い
ま
「
万
葉
集
」
を
や
っ
て
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
困
っ
て

ま
す
。

　

室
伏
の
問
題
提
起
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
外
国
語
や
古
語
を
含
む
文
体

の
違
う
文
章
同
士
を
完
全
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
英
語
を
日
本
語

化
す
る
こ
と
の
困
難
を
市
河
に
問
う
た
も
の
と
読
め
る
。
市
河
の
応
答
は
、

学
術
振
興
会
の
事
業
で
あ
っ
た
『
万
葉
集
』
の
英
訳
に
つ
い
て
の
困
難
を

吐
露
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
字
対
照
の
『
英
訳
万
葉
集（

11
（

』

と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
谷
崎
は
こ
こ
で
は
応
答
し
て
い
な
い
。

　

続
く
箇
所
で
は
方
言
、
古
典
に
お
け
る
翻
訳
が
問
題
と
な
る
。

後
藤　

 

鹿
児
島
の
言
葉
を
東
京
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
だ
っ
て
不
可
能

だ
と
思
う
ね
。（
略
）

谷
崎　

 

英
語
を
あ
ま
り
正
確
に
し
よ
う
と
思
わ
な
い
で
、
文
法
は
少

し
位
違
っ
て
も
、
少
し
新
し
い
言
葉
だ
っ
た
ら
ど
う
か
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
ん
で
す
か
ね
。

市
河　

 

そ
れ
に
し
て
も
昔
の
も
の
を
訳
す
こ
と
は
難
し
い
で
す
ね
。

室
伏　

 「
文
章
読
本
」
に
は
、
日
本
の
古
典
を
外
国
文
に
飜
訳
出
来

な
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
居
り
ま
す
が
、
日
本
の
現
代
語

に
す
る
の
は
ど
う
で
す
。

谷
崎　

 

そ
れ
は
一
寸
問
題
。
い
ま
の
鹿
児
島
弁
に
し
て
も
そ
う
で
す

が
、
要
す
る
に
程
度
問
題
で
す
か
ら
ね
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど

近
い
も
の
が
出
来
ま
す
か
ら
ね
、
外
国
語
に
訳
す
る
の
と
は

違
う
。

　

谷
崎
は
英
語
を
現
代
語
訳
に
翻
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
『
万
葉
集
』
を
例

に
出
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
だ
か
ら
室
伏
が
提
起
し
た
翻
訳
の
話
題
に

参
加
せ
ず
、後
藤
の
方
言
の
話
題
を
引
き
継
い
だ
の
だ
ろ
う
。
室
伏
が『
文
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章
読
本
』
で
取
り
上
げ
た
『
万
葉
集
』
と
英
訳
の
問
題
に
対
し
て
答
え
あ

ぐ
ね
た
側
面
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
よ
り
現
実
的
に
は
『
万
葉
集
』
お
よ

び
そ
の
翻
訳
に
敵
対
的
な
発
言
を
せ
ず
に
沈
黙
す
る
こ
と
で
、
現
在
進
行

中
の
『
万
葉
集
』
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
い
る
市
河
に
配
慮
し
た
の
で
は
な

い
か
。

　

だ
が
、
古
語
か
ら
現
代
日
本
語
へ
の
翻
訳
は
「
一
寸
問
題
」
と
な
る
。

労
力
や
コ
ス
ト
は
か
か
る
に
せ
よ
外
国
語
へ
の
翻
訳
よ
り
「
近
い
も
の
」

が
作
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
確
信
は
、『
三
人
法
師
』
や
『
源
氏
物
語
』
の

現
代
語
訳
を
通
じ
て
得
た
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
古
典
文
学

を
外
国
語
に
訳
す
る
こ
と
の
議
論
を
嫌
っ
て
の
話
題
転
換
だ
ろ
う
。
お
そ

ら
く
『
万
葉
集
』
の
英
訳
に
つ
い
て
言
及
し
た
な
ら
ば
そ
の
翻
訳
事
業
の

意
義
に
低
い
評
価
を
下
し
た
で
あ
ろ
う
。
谷
崎
が
古
典
を
現
代
語
に
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
発
言
は
、『
万
葉
集
』
翻
訳
へ
の
忖
度
も
含
ん
だ
こ
こ

ま
で
の
話
題
に
対
す
る
包
括
的
な
応
答
と
し
て
読
み
取
れ
る
。『
万
葉
集
』

翻
訳
の
意
義
に
つ
い
て
は
意
図
的
に
無
視
し
て
い
る
の
だ
。

　
「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム（

11
（

」
で
は
田
中
館
愛
橘
の
詠
歌
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、

『
万
葉
集
』
へ
の
低
い
評
価
を
あ
ら
わ
に
す
る
。

故
博
士
は
ロ
ー
マ
字
運
動
を
通
じ
て
土
岐
君
な
ど
ゝ
親
交
が
あ
つ
た

で
あ
ら
う
か
ら
、
同
君
あ
た
り
の
指
導
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

昔
の
人
は
幼
少
の
時
に
漢
学
や
国
文
の
素
養
を
一
と
通
り
身
に
附
け

て
ゐ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、故
博
士
ほ
ど
の
人
物
に
な
る
と
、特
に
歌
の

修
業
を
し
な
い
で
も
此
く
ら
ゐ
の
も
の
は
詠
め
た
か
も
知
れ
な
い
。

私
は
所
謂
専
門
家
の
歌
よ
り
も
、
か
う
云
ふ
人
の
か
う
云
ふ
歌
こ
そ

人
の
心
を
動
か
す
力
が
あ
る
と
思
ふ
。
耳
遠
い
萬
葉
訛
り
や
く
ろ
う

と
臭
い
こ
と
ば
が
何
処
に
も
使
つ
て
な
い
と
こ
ろ
が
一
層
よ
い
。

　

こ
こ
で
谷
崎
は
、「
萬
葉
訛
り
」
や
「
く
ろ
う
と
臭
い
」
表
現
を
「
何

処
に
も
」
使
わ
な
い
こ
と
を
賞
揚
し
て
み
せ
る
。
こ
れ
は
先
に
『
文
章
読

本
』
で
み
て
き
た
、
分
か
り
や
す
い
語
彙
選
択
と
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重

視
す
る
姿
勢
と
重
な
る
。
谷
崎
は
短
歌
に
お
い
て
も
『
文
章
読
本
』
で
述

べ
た
こ
と
と
同
じ
発
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

谷
崎
の
古
典
観
は
新
村
出
、吉
井
勇
、川
田
順
と
の
座
談
会
で
あ
る
「
天

皇
陛
下
の
御
前
に
文
藝
を
語
る（

11
（

」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
新
村
が
天
皇
陛

下
に
「
最
近
の
作
品
の
代
表
的
な
も
の
」
を
話
す
義
務
が
私
ら
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
話
題
が
出
さ
れ
る
と
、

谷
崎　

 （
大
声
で
）
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
ち
ゃ
困
る
よ
（
一

座
哄
笑
）。
そ
う
な
ら
な
い
で
よ
か
っ
た
。（
笑
）

新
村　

 

あ
な
た
か
ら
自
作
の
宣
伝
に
陥
ら
な
い
程
度
に
お
い
て
で
す

よ
…
…
ど
う
も
古
典
的
古
典
的
と
い
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
万

葉
集
と
か
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
あ
る
い
は
支
那
の
詩
経
と

か
い
っ
た
よ
う
に
、
古
典
的
ば
か
り
に
瀕
し
て
お
っ
て
、
御

前
で
芭
蕉
の
俳
句
で
も
申
上
げ
た
人
は
一
人
も
な
い
。

谷
崎　

芭
蕉
の
俳
句
な
ら
い
い
と
思
う
。

　

と
谷
崎
は
近
代
の
「
代
表
的
な
も
の
」
を
選
ん
で
天
皇
に
紹
介
す
る
役

割
を
否
定
し
た
上
で
、「
御
前
」
で
芭
蕉
の
俳
句
の
よ
さ
を
語
る
の
は
よ

い
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
新
村
が
「
古
典
的
」
な
作
品
と
し
て

挙
げ
る
の
が
「
万
葉
集
と
か
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
あ
る
い
は
支
那
の
詩
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経
」
だ
け
で
、
も
っ
と
違
う
も
の
を
出
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
谷
崎
は
新
村
が
挙
げ
た
古
代
の
作
品
は
す
べ
て

無
視
し
て
い
る
。
当
然
、『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
の
言
及
も
避
け
て
い
る
。

わ
ざ
わ
ざ
言
及
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、

先
の
室
伏
ら
に
対
す
る
発
言
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
対
談
で
「
古
典
」
の

話
が
で
た
と
き
、
谷
崎
は
そ
の
話
題
を
忌
避
す
る
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
へ
の
言
及
を
避
け
る
こ
と
は
、
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
、

特
殊
な
古
典
観
を
表
明
す
る
政
治
的
態
度
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
折
口
信
夫
、

川
端
康
成
と
の
鼎
談
で
あ
っ
た
「
細
雪
を
め
ぐ
っ
て（

11
（

」
か
ら
伺
う
こ
と
が

で
き
る
。『
細
雪
』
の
作
中
年
時
に
つ
い
て
ひ
と
し
き
り
話
し
た
あ
と
、

短
歌
の
話
題
へ
と
転
じ
る
。

折
口　

 

短
歌
は
ず
い
ぶ
ん
お
作
り
に
な
る
よ
う
で
す
が
、
初
め
誰
か

の
影
響
を
…
…
？

谷
崎　

 

い
え
、
お
恥
し
い
…
…
。
誰
の
影
響
と
い
う
こ
と
も
な
く
て

…
…
。

川
端　

 

や
っ
ぱ
り
「
古
今
集
」
が
お
好
き
で
す
か
。

谷
崎　

 

え
え
、
好
き
で
す
ね
。
ど
う
も
「
万
葉
」
は
好
か
な
い
な
。

ど
う
し
て
も
好
か
な
い
な
。

川
端　

 「
古
今
集
」
が
お
好
き
で
、「
万
葉
」
が
お
好
き
で
な
い
と
お
っ

し
ゃ
る
の
だ
か
ら
…
…
大
し
た
も
の
で
す
ね
。

折
口　

 「
万
葉
」、「
万
葉
」
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
で

も
よ
く
考
え
る
と
、ほ
ん
と
う
の
「
万
葉
」
の
姿
で
歌
を
作
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
万
葉
風
の
歌
人
な
ん
て
い
う
て
る

人
で
も
、
殆
ど
「
万
葉
」
の
形
の
歌
は
作
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

谷
崎　

 

あ
、
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
な
。　

折
口　

 

茂
吉
さ
ん
初（
マ
マ
（め
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
で
す
。
個
人
的
万
葉
集
調

で
す
。

　

川
端
の
「
大
し
た
も
の
で
す
ね
。」
と
い
う
短
い
応
答
は
、当
時
の
『
万

葉
集
』
が
持
っ
て
い
た
文
壇
的
権
威
を
証
し
て
あ
ま
り
あ
る
だ
ろ
う
。
川

端
康
成
も
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
脚
本
で
あ
る
「
た
ま
ゆ
ら
」
で
『
古
事
記
』

や
『
万
葉
集
』
を
取
り
こ
ん
で
い
た
し
、
折
口
を
前
に
し
て
、
た
だ
の
好

悪
の
表
明
と
い
う
形
で
は
あ
れ
「
万
葉
」
を
否
定
し
て
み
せ
た
、
谷
崎
の

「
好
か
な
い
」
と
い
う
素
朴
な
一
言
は
驚
き
に
値
す
る
。
こ
れ
は
本
来
な

ら
ば
、
市
河
を
前
に
言
い
た
か
っ
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
ら

思
わ
れ
る
。

　

戦
中
、
国
文
学
者
の
石
井
庄
司
『
古
典
の
探
究
』（
第
一
書
房
、
一
九 

四
三
）
は
、
一
般
民
衆
が
積
極
的
に
「
醜
の
御
楯
」
や
「
御
民
」
と
い
っ

た
万
葉
語
を
取
り
込
ん
で
い
く
状
況
を
「
萬
葉
集
の
歌
の
洪
水
と
氾
濫
」

だ
っ
た
と
記
し
た
。
大
正
期
以
降
の
俳
句
に
も
「
万
葉
調
」
が
み
ら
れ
、

昭
和
初
期
の
国
語
教
育
の
世
界
に
も
『
万
葉
集
』
が
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
指
摘
し
、『
万
葉
集
』
が
日
本
人
の
精
神
を
体
現
す
る
か
ら
こ
そ
愛

好
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
発
想
の
根
底
に
は
、
久
松

潜
一
『
万
葉
集
に
現
れ
た
る
日
本
精
神
』（
至
文
堂
、一
九
三
七
）
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
の
本
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

を
前
に
日
本
人
の
精
神
と『
万
葉
集
』と
の
蜜
月
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
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た（
11
（

。
石
井
の
著
作
が
出
版
さ
れ
て
よ
り
七
年
後
、
戦
後
で
谷
崎
が
述
べ
た

「
ど
う
も
「
万
葉
」
は
好
か
な
い
」
と
い
う
一
言
は
、
一
小
説
家
の
好
悪

を
越
え
た
意
味
を
持
ち
え
た
の
で
あ
る
。

六　

好
か
な
い
も
の
と
し
て
の
『
万
葉
集
』

　

見
て
き
た
谷
崎
の
記
述
か
ら
『
万
葉
集
』
を
「
好
か
な
い
」
理
由
を
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
代
語
の
な
だ
ら
か
さ
を
、
ほ
ぼ
使
わ

れ
な
い
古
典
語
が
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
谷
崎
が
「
通
用
」
し
な
い
と
み
な
し
た
表
現
も
、
一
般
大
衆

の
側
が
そ
れ
を
乱
用
す
る
な
ら
ば
、
谷
崎
も
ま
た
『
万
葉
集
』
や
『
古
事

記
』
の
古
語
を
使
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
当
然
、

谷
崎
自
身
も
『
万
葉
集
』
が
『
源
氏
物
語
』
に
並
ぶ
関
心
を
集
め
て
い
た

こ
と
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
。

　
「
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て（

11
（

」
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い

て
い
る
。

（
稿
者
注
：
源
氏
物
語
の
注
釈
書
類
は
）
明
治
か
ら
以
後
は
ま
す
ま

す
微
に
入
り
細
を
穿
つ
と
い
ふ
風
で
、
す
で
に
今
日
ま
で
に
数
種
の

原
文
対
訳
書
も
出
で
、
私
が
こ
の
仕
事
に
と
り
か
ゝ
つ
て
か
ら
以
後

も
、
新
進
の
国
学
者
に
依
つ
て
、
盛
ん
に
さ
う
い
ふ
著
述
が
出
版
さ

れ
て
ゐ
る
現
状
で
あ
る
。
恐
ら
く
萬
葉
を
除
い
て
は
、
源
氏
く
ら
ゐ
、

注
釈
書
に
富
ん
だ
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
先
人
や

現
代
の
学
者
達
の
業
績
を
参
考
に
す
れ
ば
、
意
味
を
汲
み
取
る
上
で

の
困
難
は
先
づ
少
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
は
『
万
葉
集
』
と
注
釈
書
の
数
に
お
い
て
並
ぶ
。
そ
の

現
実
に
谷
崎
は
触
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
谷
崎
の
国
文
学
／
国
史
研
究

の
進
展
に
対
す
る
関
心
は
「
直
木
君
の
歴
史
小
説
に
つ
い
て（

11
（

」
に
も
み
ら

れ
、
研
究
の
進
展
を
歴
史
小
説
の
史
実
性
が
向
上
し
て
き
た
要
因
と
し
て

理
解
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
山
田

孝
雄
、
後
に
は
玉
井
幸
助
ら
の
助
力
を
得
て
い
た
よ
う
に
、
谷
崎
と
国
文

学
研
究
と
の
関
わ
り
は
深
い
。
岩
波
書
店
か
ら
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

が
発
刊
さ
れ
た
と
き
に
は
推
薦
の
言
葉
も
寄
せ
て
い
た
し（

11
（

、「
小
野
篁
妹

に
恋
す
る
事（

11
（

」
で
は
正
確
な
訳
出
の
た
め
に
新
村
出
に
問
い
合
わ
せ
を
し

た
こ
と
も
作
中
に
記
し
て
い
る
。
谷
崎
が
利
用
し
よ
う
と
し
た
国
文
学
の

研
究
資
源
に
目
を
配
れ
ば
配
る
ほ
ど
『
源
氏
物
語
』
以
上
に
、
数
多
く
存

在
し
た
『
万
葉
集
』
の
参
考
書
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
谷
崎
も
ま

た
、
一
九
四
〇
年
代
を
覆
っ
た
『
万
葉
集
』
の
「
洪
水
」
と
無
関
係
で
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
当
然
谷
崎
の
知
人
や
友
人
た
ち
と
の
芸
術
上
の
交
渉
に
も
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
た
は
ず
だ
。か
つ
て
論
戦
を
交
わ
し
た
芥
川
龍
之
介
は「
文

芸
鑑
賞
講
座（

1（
（

」
で
「
も
し
古
語
に
耳
遠
い
人
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
歌
人

を
非
難
す
る
た
め
に
、
略
解
を
詠
む
な
り
古
義
を
読
む
な
り
、
御
自
身
ま

づ
古
語
の
稽
古
を
積
ん
で
か
か
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
た
。

近
世
に
広
く
よ
ま
れ
た
橘
千
蔭
『
万
葉
集
略
解
』
や
明
治
天
皇
へ
の
叡
覧

を
機
に
公
刊
さ
れ
た
鹿
持
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
』
な
り
を
通
じ
て
「
古
語
」

を
学
ん
で
か
ら
歌
人
を
批
判
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
は
、
谷
崎
の
『
文
芸

読
本
』
と
の
間
に
埋
め
が
た
い
隔
た
り
を
読
み
取
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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芥
川
と
の
論
争
で
は
『
万
葉
集
』
の
話
題
な
ど
微
塵
も
出
さ
な
か
っ
た
が
、

芥
川
と
谷
崎
は
『
万
葉
集
』
を
は
さ
ん
で
正
反
対
の
詩
歌
観
を
選
び
取
る

ま
で
に
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

芥
川
以
上
に
『
万
葉
集
』
観
に
お
い
て
谷
崎
と
の
隔
た
り
を
み
せ
る
の

は
佐
藤
春
夫
だ
ろ
う
。
佐
藤
の
『
万
葉
集
』
や
そ
の
歌
に
対
す
る
言
及
は

数
多
い
が
、
吉
井
勇
『
酒
ほ
が
ひ
』の
解
説（

11
（

に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
よ
せ

て
い
た
。

自
分
は
堀
口
と
違
つ
て
夙
に
三
十
一
文
字
の
歌
は
断
念
し
て
し
ま
つ

た
が
、
勇
の
短
歌
は
自
分
の
欣
求
し
て
や
ま
ぬ
詩
の
最
も
短
い
一
体

の
や
う
に
思
は
れ
た
が
た
め
で
あ
る
。

─
そ
こ
に
は
万
葉
集
と
近

代
と
が
茂
吉
ら
の
も
の
と
は
ま
た
別
個
の
様
相
で
握
手
し
て
ゐ
る
。

自
分
は
万
葉
集
を
開
い
て
み
て
第
四
巻
に

こ
こ
に
し
て
筑
紫
や
い
づ
こ
白
雲
の
た
な
び
く
山
の
か
た
に
し
あ

る
ら
し

を
見
る
毎
に
よ
く
吉
井
勇
の
歌
が
一
首
こ
こ
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
ゐ

る
や
う
な
気
が
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　

こ
の
記
述
は
、
佐
藤
が
『
万
葉
集
』
の
中
に
近
代
を
透
か
し
み
て
い
た

こ
と
を
逆
説
的
に
示
し
て
い
る
。
谷
崎
の
周
囲
に
お
い
て
も
、古
代
の『
万

葉
集
』
が
近
代
化
と
共
に
押
し
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
谷
崎
自
身
も
『
初
昔
き
の
ふ
け
ふ
』
の
束
見
本
に
書
き

込
ん
だ
詠
草
中
に
次
の
歌
を
書
き
留
め
て
い
た（

11
（

。

五
月
十
九
日
森
田
肇
君
出
征
の
国
旗
に

や
す
み
し
つ
（
マ
マ
（ゝ

我
が
大
君
の
し
ろ
し
め
す
海
の
守
り
の
征
く
か
ま
す

ら
を

　

配
列
か
ら
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
二
）
の
詠
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
用

例
典
拠
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
「
や
す
み
し
つ
ゝ
」
や
、「
我
が
大
君
の

し
ろ
し
め
す
」
と
い
う
表
現
は
、
谷
崎
が
疎
ん
だ
「
万
葉
調
」
そ
の
も
の

だ
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
出
征
に
臨
ん
で
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
和

歌
が
「
万
葉
調
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
、『
万
葉
集
』
を
好
き
で
な
か
っ
た

こ
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
万
葉
調
」の
詠
は
佐
藤
春
夫
に
も
送
っ
て
い
る
。昭
和
七
年（
一
九
三
二
）

一
一
月
の
日
付
が
あ
る
佐
藤
春
夫
の
子
息
方
哉
の
誕
生
に
よ
せ
た
手
紙（

11
（

に

『
古
事
記
』
を
引
用
し
て
「
マ
サ
ヤ
は
ま
こ
と
に
良
き
名
と
い
ふ
べ
し
」

と
書
き
付
け
、

大
神
の
み
つ
ら
に
ま
か
せ
勾
璁
の
美
須
萬
流
の
珠
ゆ
御
子
は
生
れ
ま

し
ぬ

古
の
ま
さ
や
の
神
の
名
に
し
負
は
ゝ
ま
さ
し
く
た
け
く
そ
た
て
み
と

り
兒

　

と
い
う
歌
を
送
る
。
ま
た
、
辻
小
説
「
莫
妄
想（

11
（

」
に
は
、

兄
さ
ん
は
、
今
度
も
蒙
古
の
時
の
や
う
に
神
風
が
吹
く
と
思
ふ
か
い
。

吹
か
な
く
つ
て
さ
。
た
ゞ
天
照
皇
大
神
は
、
我
々
が
武
備
に
最
善
の

努
力
を
致
し
て
、
太
平
洋
に
敵
を
圧
す
る
戦
艦
や
戦
闘
機
を
続
々
と

造
り
出
す
の
を
ご
覧
に
な
つ
て
か
ら
神
風
を
送
つ
て
下
さ
る
ん
だ
よ
。

　

な
ど
と
い
う
文
言
を
平
然
と
載
せ
て
い
る
。「
莫
妄
想
」
は
も
と
も
と

ラ
ジ
オ
原
稿
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
谷
崎
の
校
正
を
経
て
公
開
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
書
か
れ
て
い
る
内
容
自
体
に
は
ま
っ
た
く
信
を
お
い
て
い
な
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か
っ
た
と
し
て
も
、
必
要
と
あ
ら
ば
戦
争
協
力
の
ポ
ー
ズ
を
と
る
こ
と
に
、

強
い
抵
抗
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
戦
争
中
に
お
い
て
「
通
用
す
る
」
表
現
を
好
ん
だ
谷
崎
の
中
で
は
、「
万

葉
調
」
へ
の
反
発
と
「
神
國
日
本
」
へ
の
賛
同
が
矛
盾
せ
ず
に
同
居
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
戦
後
の
作
品
「
新
春
試
筆
」
五
首（

11
（

の
う
ち
に
。

大
君
は
神
に
ま
し
ま
さ
ず
現う
つ
し
み身

の
人
に
ま
し
ま
す
ぞ
め
で
た
か
り
け
る

　

と
い
う
歌
を
詠
み
、
天
皇
の
人
間
宣
言
（
一
九
四
六
年
一
月
一
日
）
を

言
祝
ぐ
歌
も
寄
せ
て
い
る
。
谷
崎
詠
の
大
半
は
、
新
古
今
風
を
庶
幾
す
る

凡
庸
な
日
常
詠
で
あ
る
と
思
う
が
、折
口
ら
と
の
対
談
で
折
口
が「「
万
葉
」

の
形
の
歌
」
と
「
万
葉
調
」
を
わ
け
、現
代
の
歌
人
達
は
所
詮
「
万
葉
調
」

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
説
に
谷
崎
が
同
意
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
返
す
と
き
、

谷
崎
は
「
万
葉
調
」
を
疎
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
距
離
を
取
る
こ
と
の
難

し
さ
と
も
付
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

相
手
が
求
め
る
と
あ
ら
ば
、
そ
れ
ら
し
い
「
万
葉
調
」
を
も
詠
ん
で
み
せ

る
し
た
た
か
さ
の
一
方
で
、
対
談
に
お
け
る
谷
崎
の
沈
黙
は
大
正
末
期
か

ら
戦
後
に
か
け
て
の
『
万
葉
集
』
の
洪
水
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
抵
抗
で

も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
さ
な
か
に
文
学
が
動

員
体
制
へ
貢
献
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
谷
崎
潤

一
郎
の
難
し
い
立
場
と
容
易
に
は
解
明
で
き
な
い
複
雑
な
内
面
を
示
し
て

あ
ま
り
あ
る
。

七　

上
代
と
の
和
睦

　
『
万
葉
集
』へ
の
忌
避
は
、晩
年
に
な
っ
て
和
ら
で
い
っ
た
よ
う
だ
。『
瘋

癲
老
人
日
記（

11
（

』
に
、『
万
葉
集
』
の
歌
が
登
場
す
る
。

楯
彦
ハ
ヨ
ク
漢
詩
ヤ
和
歌
ヲ
書
キ
添
ヘ
ル
癖
ガ
ア
ル
ガ
、
コ
レ
ニ
モ

萬
葉
ノ
和
歌
歌
ガ
一
首
縦
ニ
一
行
ニ
添
ヘ
テ
ア
ル
、

　

 

吾
か
勢せ

こ子
は
い
つ
く
遊ゆ

く
ら
ん
お
き
津
も
の
な
は
り
の
や
ま
を
気け

布ふ

か
古
ゆ
ら
ん

　
『
万
葉
集
』
の
表
記
と
現
代
で
の
読
み
を
示
す
。

当
麻
真
人
麿
妻
作
歌

吾
勢
枯
波　

何
所
行
良
武　

己
津
物　

隠
乃
山
乎　

今
日
香
越
等
六

わ
が
せ
こ
は　

い
づ
く
ゆ
く
ら
む　

お
き
つ
も
の　

な
ば
り
の
や
ま

を　

け
ふ
か
こ
ゆ
ら
む（

11
（

（
巻
一
・
四
三
）

　

こ
の
歌
は
伝
未
詳
当た
ぎ
ま
の麻

真ま

人ひ
と

の
妻
が
旅
先
の
夫
を
思
い
、
今
日
は
名
張

の
山
を
越
え
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
偲
ぶ
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
漢
字

と
仮
名
と
万
葉
仮
名
（
気け

ふ布
等
）
混
じ
り
の
文
で
書
か
れ
た
万
葉
歌
が
登

場
す
る
の
は
、
楯
彦
が
自
分
を
思
っ
て
は
く
れ
な
い
妻
の
颯
子
に
対
す
る

当
て
こ
す
り
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
『
万
葉
集
』
を
象
徴
的
に
作
中
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
大
正
期
か
ら
戦

後
に
か
け
て
の
谷
崎
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
最
晩
年
に
至
っ
て
古
代

的
、
神
話
的
な
も
の
へ
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
絶
筆
の
手
控
え
に
記
さ
れ
る
「
魑
魅
子
」「
閼
伽
子
」
の
よ
う
な
凡

そ
現
実
に
は
存
し
え
な
い
名
前
の
書
き
付
け
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
、
つ
い
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ぞ
書
か
れ
な
か
っ
た
小
説
の
神
話
的
な
世
界
や
、「
丑（

11
（

」
の
メ
モ
に
お
い

て
『
鍵
』
の
構
想
を
記
し
た
も
の
の
末
尾
に
、

◎
光
明
皇
后
と
弥
生
ち
ゃ
ん
。

　

と
い
う
一
文
が
あ
る
こ
と
も
谷
崎
の
奈
良
天
平
文
化
へ
の
、
そ
し
て
神

話
的
世
界
へ
の
接
近
を
う
か
が
わ
せ
る
。
癩
病
を
治
癒
す
る
光
明
皇
后
の

神
話
的
性
格
を
弥
生
の
中
に
み
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

思
え
ば
水
天
宮
七
五
座
で
み
た
眉
輪
王
の
話
を
「
日
本
書
紀
や
古
事
記
の

記
す
と
こ
ろ
」
に
則
り
記
そ
う
と
し
た
の
も
、
晩
年
と
い
っ
て
よ
い
年
齢

の
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
万
葉
集
』
に
対
す
る
全
面
的
な
和

解
で
は
な
い
。

　

谷
崎
は
「
竹
柏
園
大
人
の
文
藻（

11
（

」
と
い
う
、『
佐
佐
木
信
綱
文
集
』、『
佐

佐
木
信
綱
歌
集
』
両
書
の
「
推
薦
の
詞
」
を
書
い
て
い
る
。
佐
佐
木
信
綱

の
授
業
で
催
馬
楽
に
つ
い
て
習
っ
た
記
憶
を
し
た
た
め
て
い
る
が
、『
万

葉
集
』
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
同
じ
推
薦
の
詞
に
は
久
松
潜

一
が
「
佐
佐
木
博
士
と
萬
葉
集
」
を
寄
せ
て
お
り
、
当
時
に
あ
っ
て
、
佐

佐
木
信
綱
は
歌
人
で
あ
る
と
同
時
に
万
葉
学
者
と
し
て
の
側
面
を
無
視
し

が
た
か
っ
た
。
谷
崎
と
佐
佐
木
は
書
簡
の
や
り
取
り
が
残
さ
れ
て
お
り
、

信
綱
の
百
首
歌
か
ら
四
首
を
書
き
抜
い
て
返
事
を
し
て
い
る（

1（
（

。
し
か
し
、

佐
佐
木
信
綱
の
「
万
葉
学
者
」
と
し
て
の
側
面
に
対
し
て
『
万
葉
集
』
を

称
え
る
言
葉
を
返
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

八　

お
わ
り
に

　

古
典
芸
能
や
文
学
を
愛
し
た
谷
崎
潤
一
郎
に
と
っ
て
、『
万
葉
集
』
は

ほ
ぼ
唯
一
嫌
悪
を
表
明
し
た
作
品
だ
っ
た
。
谷
崎
の
古
典
受
容
の
中
で
は
、

『
源
氏
物
語
』
が
実
作
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
現
代
語
訳
を
通
じ
て
深
く

探
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
一
方
で
、『
万
葉
集
』
は
そ
の
影
に
位
置
す

る
よ
う
な
、
無
視
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
目
に
入
っ
て
く
る
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。『
瘋
癲
老
人
日
記
』
に
引
か
れ
た
揮
毫
が
『
万
葉
集
』

と
の
和
解
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
谷
崎
が
最
晩
年
に

至
っ
て
神
話
の
世
界
へ
目
を
向
け
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
神
話
的
空
間
は
谷
崎
の
文
業
に
と
っ
て
源
氏
的
な
る
も
の
か
ら
の
離

脱
を
も
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
四
〇
年
代
に
お
け
る
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
高
揚
の
中
で
起

こ
っ
た
『
万
葉
集
』
の
流
行
と
も
谷
崎
は
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

谷
崎
潤
一
郎
に
と
っ
て
、「
古
典
」
と
は
常
に
日
本
を
代
表
し
う
る
よ
う

な
民
族
の
象
徴
な
ど
で
は
な
く
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
を
前
に
平
安
文
学

の
美
学
に
愉
悦
す
る
も
の
で
も
な
く
、
時
に
呪
い
の
よ
う
に
我
身
に
ま
と

わ
り
つ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

付
記

　

特
に
断
り
が
な
い
か
ぎ
り
、谷
崎
潤
一
郎
著
作
の
引
用
は『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』

全
二
六
巻
（
中
央
公
論
社
、二
〇
一
五
～
二
〇
一
七
）
に
よ
り
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・

対
談
は
小
谷
野
敦
、細
江
光
編
『
谷
崎
潤
一
郎
対
談
集. 

文
藝
編
』（
中
央
公
論
社
、

二
〇
一
五
）
に
よ
り
、初
出
の
み
示
し
た
。
著
作
に
つ
い
て
、単
行
著
作
は
『　

』、

連
載
、
エ
ッ
セ
イ
、
短
篇
は
「　

」
で
掲
出
し
た
。
本
研
究
は
特
別
研
究
員
奨

励
費
（1（J11（1（
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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注（
（
） 『
細
雪
』
は
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
七
月
に
上
巻
、
昭
和
二
二
年

（
一
九
四
七
）
二
月
に
中
巻
、
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
一
二
月
に
下
巻

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
上
中
巻
は
当
初
戦
中
で
あ
っ
た
事
情
も
あ
り
私
家

版
と
し
て
頒
布
さ
れ
、
刊
行
に
至
る
ま
で
の
複
雑
な
事
情
を
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

昭
和
一
四
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
初
度
の
『
潤
一
郎
訳
源
氏
物
語
』
が
、

昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
五
月
か
ら
二
九
年
（
一
九
五
四
）
一
二
月
に

か
け
て
『
潤
一
郎
新
訳
源
氏
物
語
』
と
し
て
二
度
目
の
現
代
語
訳
が
発
刊

さ
れ
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）、
同
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
は
『
谷

崎
潤
一
郎
新
々
訳
源
氏
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
中
央
公

論
社
刊
。
た
だ
し
、
新
訳
と
新
々
訳
と
の
間
に
は
仮
字
遣
の
変
更
以
外
に

大
き
な
違
い
は
な
い
。

（
1
） 

谷
崎
の
古
典
受
容
に
つ
い
て
は
、
長
野
甞
一
『
谷
崎
潤
一
郎
と
古
典 

大

正
続
・
昭
和
篇
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）、
同
『
谷
崎
潤
一
郎

と
古
典 

明
治
・
大
正
篇
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
1
） 

昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）『
文
藝
春
秋
』
初
出
の
『
幼
少
時
代
』「
お

神
楽
と
茶
番
」
に
は
、
水
天
宮
七
五
座
と
眉
輪
王
の
神
話
に
つ
い
て
『
日

本
書
紀
』『
古
事
記
』
に
あ
た
っ
て
記
し
た
極
め
て
詳
細
な
記
事
が
あ
る
。

（
1
） 

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
九
月
一
日
、「
中
央
公
論
」
初
出
。

（
1
） 

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
一
月
、「
中
央
公
論
」
初
出
。

（
1
） 

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
六
月
一
日
、「
中
央
公
論
」
初
出
。

（
1
） 

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
八
月
～
一
〇
月
、「
改
造
」
初
出
。

（
1
） 

大
正
七
年
（
一
九
一
四
）
一
月
一
日
、「
や
ま
と
新
聞
」
初
出
。

（
（1
） 

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
一
月
一
八
日
～
二
月
一
九
日
、「
大
阪
毎
日
新

聞
」
初
出
。

（
（（
） 

千
葉
俊
二
「「
母
を
恋
ふ
る
記
」
と
そ
の
前
後
」（
紅
野
敏
郎
編
『
論
考

　

谷
崎
潤
一
郎
』
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
五
月
）。

（
（1
） 

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
三
月
一
日
、「
帝
国
文
学
」
初
出
。

（
（1
） 

阿
片
中
毒
で
亡
く
な
っ
た
友
人
Ｒ
・
Ｎ
の
遺
稿
が
記
し
た
と
さ
れ
る
、

N
ight after night I passed sleeplessly.

か
ら
始
ま
る
英
文
で
、
不
眠

の
夜
に
月
光
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
外
に
出
て
美
し
い
石
像
を
み
て
い
る
と
、

幻
と
思
わ
れ
た
帆
船
の
帆
が
石
像
の
背
後
に
訪
れ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て

い
る
。
阿
片
常
習
者
で
あ
っ
た
ら
し
き
Ｒ
・
Ｎ
の
幻
視
は「
母
を
恋
ふ
る
記
」

に
内
面
を
描
く
幻
想
的
な
描
写
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
マ
ン
ネ

リ
化
し
た
も
の
で
す
ら
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、谷
崎
は「
母
」を
巡
る
テ
ー

マ
に
幻
想
的
な
異
化
作
用
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
。

（
（1
） 

千
葉
前
掲
論
文
。

（
（1
） 

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
四
月
一
日
～
一
〇
月
一
日
、「
改
造
」
初
出
。

（
（1
） 

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
六
月
一
〇
日
～
九
月
一
〇
日
、「
社
会
及
国
家
」

初
出
。

（
（1
） 

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
六
月
三
〇
日
、「
夕
刊
大
阪
毎
日
」
初
出
。

（
（1
） 

こ
の
「
現
代
の
和
歌
」
が
具
体
的
に
ど
の
歌
を
示
す
の
か
は
判
然
と
し

な
い
が
、
折
口
と
川
端
と
の
鼎
談
を
考
え
る
と
斎
藤
茂
吉
を
意
識
し
た
も

の
か
と
思
わ
れ
る
。

（
（1
） 

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
一
一
月
五
日
、
中
央
公
論
社
。
書
き
下
ろ
し
。
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（
11
） 

野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
三
）。

（
1（
） 
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
七
月
、「
経
済
往
来
」
初
出
。

（
11
） 
日
本
学
術
振
興
会
『
英
訳
萬
葉
集
』（T

he M
anyōshū

、
岩
波
書
店
、

一
九
四
〇
／
訂
正
三
版
、
一
九
四
八
）。
榎
戸
渉
吾
氏
か
ら
御
教
示
を
い
た

だ
い
た
。

（
11
） 

昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
六
月
八
日
、「
毎
日
新
聞
」
学
芸
欄
初
出
。

（
11
） 

昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
九
月
、「
小
説
新
潮
」
初
出
。

（
11
） 

昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
三
月
、「
文
學
界
」
初
出
。

（
11
） 

小
松
靖
彦
『
戦
争
下
の
文
学
者
た
ち
』（
二
〇
二
一
年
一
一
月
）
参
照
。

（
11
） 

昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
二
月
一
日
、「
中
央
公
論
」
初
出
。

（
11
） 

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
一
〇
月
、「
文
藝
春
秋
」
初
出
。

（
11
） 「
古
典
は
原
文
で
読
む
の
が
ほ
ん
た
う
」。
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
）

頃
か
。

（
11
） 

昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
一
月
一
日
、「
中
央
公
論
」
初
出
。
初
出
題

は
「「
篁
日
記
」
を
読
む
」
で
あ
っ
た
が
、『
潤
一
郎
文
庫　

第
十
巻
』（
中

央
公
論
社
、
昭
和
二
八
年
九
月
一
〇
日
）
に
入
れ
る
際
に
改
題
。

（
1（
） 

大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
一
〇
月
一
〇
日
、「
文
藝
講
座
」
初
出
。

（
11
） 

昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
五
月
一
〇
日
、
吉
井
勇
『
酒
ほ
が
ひ
』（
光

文
社
）
の
解
説
。
引
用
は
『
定
本　

佐
藤
春
夫
全
集
』
に
よ
っ
た
。

（
11
） 『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
二
六
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
七
）「
歌
稿
」
中

に
〔「
初
昔　

き
の
ふ
け
ふ
」〕
と
し
て
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
正
確
な

成
立
年
時
は
不
明
だ
が
、
解
題
に
よ
る
と
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
四

月
二
九
日
の
『
初
昔
き
の
ふ
け
ふ
』
の
刊
行
に
前
後
し
て
、
昭
和
三
二
年

（
一
九
五
七
）
ま
で
お
そ
ら
く
編
年
体
、
そ
れ
以
降
は
錯
雑
し
て
い
る
と
い

う
。
刊
行
の
意
図
は
な
か
っ
た
詠
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
） 『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

二
四
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
。
手
紙
番
号

は
一
三
六
。

（
11
） 

昭
和
一
八
年
（
一
九
五
三
）
三
月
九
日
、「
朝
日
新
聞
」
初
出
。

（
11
） 

昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）
三
月
一
日
、「
心
」
三
月
号
初
出
。

（
11
） 

昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
一
一
月
一
日
～
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）

五
月
一
日
、「
中
央
公
論
」
初
出
。

（
11
） 

本
文
と
訓
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
11
） 

昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
一
月
か
ら
は
じ
ま
る
『
鍵
』
の
構
想
か
ら

書
き
出
さ
れ
る
創
作
ノ
ー
ト
の
一
つ
。
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
六
月

以
降
に
書
か
れ
た
創
作
ノ
ー
ト
で
あ
る
「
子
」
に
続
く
ノ
ー
ト
と
思
わ
れ

る
が
、
終
筆
年
次
は
わ
か
ら
な
い
。

（
11
） 

書
か
れ
た
の
は
昭
和
三
〇
年（
一
九
五
五
）頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
佐

佐
木
信
綱
文
集
』
は
、
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
に
竹
柏
会
か
ら
刊
行

さ
れ
た
。

（
1（
） 『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

二
四
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
）。
手
紙
番

号
は
六
六
〇
。

（
う
め
だ
・
け
い
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
、
日
本
体
育
大
学
・
青

山
学
院
大
学
・
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
、
早
稲
田
大
学
総
合
研
究
機
構
日
本

古
典
籍
研
究
所
招
聘
研
究
員
）


