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万
葉
集
の

「
鳴
く
鳥
」

|
|
「
鳴
く
烏
」

を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|

朴

喜

淑

は
じ
め
に

万
葉
集
に
は
烏
が
歌
わ
れ
る
歌
が
約
五
五

O
首
存
在
す
る
。
そ
の
う
ち

鳥
が
鳴
く
こ
と
に
つ
い
て
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
が
三
四
六
首
あ
り
、
そ
れ

ら
の
歌
々
は
次
の
三
種
に
大
別
で
き
よ
う
。

(
A
)
 

世
の
常
に

聞
け
ば
苦
し
き

な
り
ぬ

8 
き|

四時
四に
玉吉は

な
に
し
か
も
こ
こ
だ
く
恋
ふ
る

剥
ゴ
引
制
剖
刈

ほ
と
と
劃

(
8
・
一
四
七
五
)

来|卯 B
p.~の)

き|花

割も
も|い
す1ま

だ
咲
か
ね
ば

ほ
と
と
ぎ

の
山
辺
に

(
8
・
一
四
七
七
)

朝
霞
た
な
び
く
野
辺
に

州
剰
樹
州
剖

あ
し

山
ほ
と
と
ぎ

し、

つ

き
の

(ω
・
一
九
四
O
)

万
葉
集
の
「
鳴
く
鳥
」

(
C
)
 

流
る
る
な
へ
に

背
酬
の

棋
く

(ω
・
一
八

ほ
と
と
ぎ

朝
霧
の
八
畳
山
越
え
て

q
き

廿
樹
刻
刺
刈

(ω
・
一
九
四
五
)

(
A
)
は
、
烏
の
声
に
対
し
て
、
聞
く
と
苦
し
い
け
れ
ど
も
懐
か
し
い
(
一

四
四
七
)
、
恋
し
さ
が
増
す
の
に
恋
し
い
(
一
四
七
五
)
と
、
鳥
の
声
へ
の
愛

着
が
表
現
に
現
わ
れ
る
形
で
歌
わ
れ
る
類
で
あ
る
。

(
B
)
は
、
例
年
よ
り
早
く
や
っ
て
き
て
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
対
す
る

喜
び
(
一
四
七
七
)
や
、
早
く
や
っ
て
来
て
鳴
い
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち

(
一
九
四
O
)
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、

(
A
)
の
よ
う
に
「
恋
ふ
」
、

「
な
つ
か
し
」
と
い
っ
た
心
情
を
直
接
的
に
表
わ
す
表
現
の
用
い
ら
れ
て

い
な
い
歌
々
で
あ
る
。

ま
た
、

(
C
)
は
、
題
詞
に
「
烏
を
詠
む
」
と
あ
る
も
の
で
、
「
う
ぐ
ひ

す
鳴
く
川
町
」
(
一
八
二
一
)
の
詠
嘆
の
「
も
」
や
、
「
八
重
山
越
え
て

1
鳴
き

|
|
「
鳴
く
鳥
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|



て
越
え
来
ぬ
」
(
一
九
四
五
)
の
表
現
に
は
、
よ
う
や
く
(
来
て
)
鳴
い
て
く

れ
た
喜
び
、
鳥
の
声
を
聞
い
た
喜
び
が
こ
も
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
鳥

を
詠
む
」
と
い
う
詠
物
の
題
調
を
持
つ
た
め
、
そ
の
感
覚
は

(
A
)
、
(
B
)

よ
り
は
、
希
薄
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
「
烏
を
詠
む
」
の
題
調
を
持
つ
歌
は
、
「
雁
を
詠
む
」
、
「
種

公
烏
を
詠
む
」
な
ど
「
(
烏
名
)
を
詠
む
」
を
含
め
て
七
十
六
首
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
歌
々
の
多
く
(
六
十
一
首
)
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
、

烏
を
詠
む

佐
保
川
に
剖
剖
剖
剖
判
剥

ね
か
で
な
く
に

梅
の
花
咲
け
る
岡
辺
に
家
居
れ
ば

叶
叫
引
制
剤

刻
噺
叶
州
削
削
刷

夜
く
た
ち
て

謝
料
割
同
剛
川
崎

7 

う|巴

と
も
し
く
も
あ
ら
ず

(ω
・
一
八
二

O
)

君
に
恋
ふ
れ
や
時
終

朝
ゐ
で
に

へ
ず
鳴
く春

山
近
く

汝
だ
に
も

家
居
ら
ば

継
ぎ
て
聞
く
ら
む

ω
・
一
八
二
三
)

引

q叫
村
叫

梓
弓

剖
門

さ|八

雲|言

旅
に
し
て

州
廿
欄
d-

妻
恋
す
ら
し

神
奈
備
山
Lm

-
一
九
三
八

「
鳴
く
烏
」
(
「
烏
の
声
」
、
「
烏
の
音
」
な
ど
も
含
む
l
以
下
「
鳴
く
烏
」
と
記
す
〉

を
歌
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
鳥
そ
の
も
の
が
歌
の
主
題
と
な
っ
て
歌
わ

れ
て
い
る
も
の
は
、

秋
風
に

雁
が
ね
は

い
や
遠
ざ
か
る

大
和
へ
越
ゆ
る

雲
隠
り

つ
つ

ω
・
二
一
二
八

の
一
首
の
み
と
恩
わ
れ
、
こ
こ
か
ら
万
葉
歌
に
お
け
る
鳥
の
歌
は
「
鳴
く

烏
」
に
偏
向
す
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
集
中
の
「
鳴
く
烏
」
は
、
恋
歌

に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
声
そ
の
も
の
が
喜
び
の
対
象
と
な
っ

て
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
清
水
克
彦
氏

(
「
情
と
景
|
情
景
歌
と
そ
の
周
辺
1
」
『
万
葉
』
第
六
十
五
号
・
一
九
六
七
年
/
『
万

寝

葉
論
集
』
所
収
)
の
、

言
う
迄
も
な
く
、
『
万
葉
集
』
は
持
情
詩
の
集
で
あ
る
か
ら
、
最
の
表

現
は
、
い
わ
ば
情
の
表
現
の
為
に
、
或
い
は
む
し
ろ
情
の
表
現
と
し

て
、
誕
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
の
表
現
が
成
長

し
、
つ
い
に
は
、
一
見
情
の
表
現
に
対
置
さ
る
べ
き
独
立
の
世
界
を

形
成
す
る
に
到
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
持
情
詩
で
あ
る
限
り
、
そ

こ
に
は
な
ん
ら
か
の
情
が
あ
る
筈
で
あ
り
、
情
と
景
と
は
、
情
を
基

盤
と
し
た
或
る
有
機
的
な
関
連
を
保
つ
事
に
よ
っ
て
、
持
情
詩
と
し

て
の
統
一
を
も
た
ら
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

と
の
指
摘
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
集
中
の
「
鳴
く
鳥
」
と

話
者
の
感
情
の
重
な
り
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

ま
た
、
万
葉
集
の
「
鳴
く
烏
」
に
つ
い
て
注
目
し
た
先
行
研
究
に
内
藤



明
氏
(
「
『
万
葉
集
』
に
鳴
く
烏
」
『
音
の
万
葉
集
(
高
岡
万
葉
歴
史
館
論
集
5
)
』

二
O
O
二
年
)
が
あ
る
。
内
藤
論
文
は
、
鳥
の
鳴
き
声
を
「
時
間
・
季
節
の

表
徴
と
し
て
の
鳥
の
声
」
、
「
空
間
を
つ
な
ぐ
鳥
の
声
」
な
ど
の
機
能
的
な

面
か
ら
分
類
し
、
鳥
の
「
音
」
の
果
た
し
て
い
る
役
割
や
意
味
、
表
現
の

あ
り
ょ
う
を
検
討
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
受
け
つ

つ
、
集
中
の
「
鳴
く
烏
」
の
歌
の
分
析
を
通
じ
て
「
鳴
く
鳥
」
を
歌
う
こ

と
の
意
味
を
考
察
す
る
。

「
鳴
く
鳥
」

と
形
容
詞
が
か
か
わ
る
歌

官
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
集
中
に
は
「
鳴
く
烏
」
の
歌
が
三
四
六
首
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
話
者
が
「
鳴
く
鳥
」
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
な
判
断
・
評
価
を
加
え
て
い
る
か
を
知
る
た
め
、
「
鳴
く
烏
」

と
形
容
詞
が
共
起
す
る
歌
を
対
象
に
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「
鳴
く
烏
」
と
形
容
詞
が
共
起
し
て
い
る
例
は
一
二

O
例
(
一
一
二
首
)

あ
る
。
う
ち
「
鳴
く
鳥
」
と
形
容
詞
が
か
か
わ
っ
て
い
る
例
は
九
十
四
例

(
八
十
八
首
)
で
あ
り
、
そ
の
九
十
四
例
の
形
容
調
の
種
類
は
次
の
表
の
通

り
で
あ
る
。
以
下
羅
列
的
に
な
る
が
、
順
に
見
て
い
き
た
い
。

万
葉
集
の
「
鳴
く
鳥
」

形容曙 例数

7 
4 

事
3 

なし 2 
2 

な翠つか』し
9 
7 

恋し 5 
惜し 5 
痛し 5 
艮し 5 

めづらし 4 

量t 4 
4 

悲し (7) 3 
混けし 3 
ともし 3 
さぶし 3 
苦し 3 

鴇先= 2 

繋し

最t
いちしろし

多し
幸子し
まだし
早し

右
の
表
を
見
る
と
、
現
象
的
に
は
「
聞
な
し
」
、
「
時
な
し
」
、
「
す
べ
な

し
」
、
「
心
な
し
」
な
ど
の
「
な
し
」
が
最
も
多
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
用
例

か
ら
見
て
い
く
。
ま
ず
、
「
聞
な
し
」
と
「
時
な
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

例
を
見
る
。

①
う
ち
渡
す

恋
ふ
ら
く
は

②

1
天
の
下

闘
訓
パ
川
時
な
し

我
治宝

竹
田
の
原
に

鳴
く
鶴
の

(
4
・
七
六

O
)

千
年
を
か
ね
て
定

春
に
し
な
れ
ば
春
日

山

三

笠

の

野

辺

に

桜

花

木

の

暗

隠

り

か

ほ

烏

は

闘

刻

く
し
ば
鳴
く
露
霜
の
秋
さ
り
来
れ
ば
生
駒
山
飛
火
が
岡

に
萩
の
枝
を
し
が
ら
み
散
ら
し
さ
雄
鹿
は
つ
ま
呼
び
と

よ
む
山
見
れ
ば
山
も
見
が
欲
し

1

③
ほ
と
と
ぎ
す
厭
ふ
瑚
材
リ

鳴
き
渡
れ

め
け
む

知
ら
し
ま
さ
む
と
八
百
万

奈
良
の
都
は
か
ぎ
ろ
ひ
の

(
6
・一

O
四
七
)

あ
や
め
草

鰻
に
せ
む
日

ゆ

ω
・
一
九
五
五
(
四
O
三
五
に
重
出
)

|
|
「
鳴
く
鳥
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|



④
3
慰
む
る

里
人
の
我
に
告
ぐ
ら
く

闘
材
付
し
ば
鳴
く

こ
と
も
あ
ら
む
と

か
ほ
烏
の

春
の
野

辺
に
は
桜
花
散
り

に
す
み
れ
を
摘
む
と

1

5

・
三
九
七
二
一
)

こ
れ
ら
の
歌
の
中
の
「
鳴
く
烏
」
は
、
絶
え
間
な
い
恋
を
起
こ
す
序
(
①
)
、

都
の
あ
り
う
べ
き
景
(
②
)
や
春
の
野
の
景
(
④
)
、
い
つ
聞
い
て
も
厭
う

時
が
な
い
(
③
)
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
心
な

し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
次
の
歌
で
は
、

大
和
恋
ひ
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
剖
刻
。

こ
の
州
崎
回
に

鶴
鳴

心|く
な|ペ
き|し

や

(
l
・
七
一
)

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
く

烏

に

そ

あ

り

け

る

物

思

ふ

時

に

べ

き

も

の

か

(

路

・

三

七

八

四

)

の
よ
う
に
、
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
対
し
て
「
心
な
き
烏
」
と
、
あ
た
か
も

恨
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
に
掲
げ
る
、

ひ
と
り
居
て
物
思
ふ
タ
に
ほ
と
と
ぎ
す
こ
ゆ
鳴
き
渡
る

し
あ
る
ら
し

-
4

・
、，」

(
8
・
一
四
七
六
)

の
歌
は
、
先
ほ
ど
の
二
首
と
は
逆
に
「
心
あ
り
」
と
の
評
価
を
下
し
て
い

る
。
一
人
で
妹
を
恋
い
慕
っ
て
沈
ん
で
い
る
時
に
鳴
く
烏
に
対
し
て
、
一

方
で
は
「
心
な
し
」
と
歌
い
、
片
方
で
は
「
心
あ
り
」
と
歌
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
『
糟
訂
全
註
釈
』
は
こ
の
歌
(
一
四
七
六
)
に
対
し
て
、

覆
公
鳥
の
声
が
物
思
い
を
催
す
と
い
う
の
が
、
常
型
で
あ
る
の
に
、

四

山

慰
め
る
と
い
う
の
が
変
っ
て
い
る
。
中
臣
宅
守
の
、
「
心
無
き
鳥
に
ぞ

あ
り
け
る
種
公
烏
も
の
思
ふ
時
に
鳴
く
べ
き
も
の
か
」
(
巻
十
五
、
三

七
八
四
)
と
全
然
反
対
な
の
が
お
も
し
ろ
い
。

と
評
し
て
い
る
が
、
「
心
な
し
」
に
し
て
も
、
「
心
あ
り
」
に
し
て
も
結
局

二
首
は
同
じ
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
鳥
の

声
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
を
聞
く
と
恋
し
さ
が
増
す
の
で
辛
い
と
歌
っ
て
い

る
の
が
三
七
八
四
歌
の
「
心
な
し
」
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お
聞
き
た
い

と
い
う
三
七
八
四
歌
の
延
長
上
に
あ
る
感
情
を
歌
っ
て
い
る
の
が
一
四
七

六
歌
の
「
心
あ
り
」
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
「
す
ベ
な
し
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
に
は
、
こ
う
し
た
「
心
あ
り
」
、
「
心
な
し
」
の
両

方
の
感
覚
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

物
思
ふ
と
寝
ね
ぬ
朝
明
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
さ
渡
る
掛
川

ぺ
刻
剖
ま
で
に

(ω
・
一
九
六
O
)

妹
が
あ
た
り
繁
き
雁
が
ね
タ
霧
に
来
鳴
き
て
過
ぎ
ぬ
村
吋

な
き
ま
で
に

(
9
・
一
七
O
二
)

ほ
と
と
ぎ
す
間
し
ま
し
置
け
汝
が
鳴
け
ば
我
が
思
ふ
心
い

た
も

1
叫ひ

E
・
三
七
八
五
)

物
思
い
、
妹
へ
の
恩
い
を
し
て
い
る
時
に
鳴
き
渡
る
烏
は
、
恋
心
を
か

き
立
て
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
辛
い
も
の
で
あ
る
一
方
、
己
の
気
持
ち
、

恋
心
を
分
か
っ
て
く
れ
る
、
慰
め
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
辛
い
一



方
に
お
い
て
聞
き
た
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
「
鳴
く
烏
」
と
「
痛
し
」
、
「
苦
し
」
と
が
か
か
わ
っ
て
い
る
例
の

中
に
も
、神

奈
備
の

増
さ
る

磐
瀬
の
社
の

川
剖
d
，
制
鳴
き
制

我
が
恋

呼
子
烏

(
8
・
一
四
一
九
)

ほ
と
と
ぎ
す
い
た
く
な
鳴
き
引

聞
け
ば
剖

U

U

(

8

・
一
四
八
四
)

と
歌
う
も
の
が
あ
る
。
禁
止
の
表
現
「

1
な

1
そ
」
が
用
い
ら
れ
、
恋
し

さ
が
増
す
原
因
が
烏
の
鳴
き
声
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
「
鳴
く
な
」
で
は
な
く
「
い
た
く
な
鳴
き
そ
」
と
表
現
し
て
お
り
、
鳴
き

声
が
完
全
に
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
二
首
に

も
烏
の
鳴
き
声
を
聞
く
と
恋
し
さ
が
増
し
て
辛
い
け
れ
ど
も
、
な
お
聞
き
た

い
と
い
う
感
覚
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
烏
の
鳴
き
声
は
、

佐
保
渡
り

劃
州
刑

一
入
居
て

眠
の
寝
ら
え
ぬ
に

我
家
の
上
に

愛
し
き

4
-
六
六
三
)

し
た
ひ
が
下
に

秋

山

の

だ

に

閥

均

l

州
日
叫

(ω
・
二
二
三
九
)

と
歌
わ
れ
、
妹
、
愛
す
る
相
手
の
声
に
比
輸
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
恋
情
を
募
ら
せ
る
契
機
と
な
り
、
そ
う
し
た
募
る
恋
情
を
烏
に

向
っ
て
「
心
あ
り
」
、
「
心
な
し
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
募
る

万
葉
集
の
「
鳴
く
烏
」

恋
へ
向
う
己
の
心
情
の
二
面
性
が
と
も
に
烏
の
声
に
託
さ
れ
た
結
果
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
「
鳴
く
鳥
」
と
「
な
し
」
が
か
か
わ
っ
て
い
る
例
に
は
、
次
の
よ

う
な
も
の
も
あ
る
。

潮
満
ち
来
れ
ば

潟
を
材
刈

葦
辺
を
さ
し
て

鶴

②①  
ぬ 橘鳴若
日 はきの
なl 渡浦
け|常るに
むl花

も

6
・
九
一
九
)

聞
か

ほ
と
と
ぎ
す

住
む
と
来
鳴
か
ぱ

(
口
・
三
九
O
九
)

③
あ
し
ひ
き
の
山
辺
に
居
れ
ば

き
鳴
か
ぬ
日
は
刻
リ

④

川

渚

に

も

雪

は

降

れ

れ

し

宮

の

内

に

居

む

所

羽

刈

(

悶

・

四

二

八

八

)

鳴
く
鳥
の
声
は
い
つ
ま
で
も
聞
き
た
い
(
②
、
③
)
も
の
と
し
て
歌
わ
れ

て
い
る
。
一
方
、
①
、
④
で
は
、
ミ
語
法
を
も
っ
て
鳥
が
鳴
く
原
因
を
表

わ
し
て
い
る
が
、
九
一
九
歌
(
①
)
の
「
潟
を
な
み
」
に
つ
い
て
は
多
く

の
注
釈
書
が
「
潟
が
な
い
の
で
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
新
編

全
集
』
は
「
鶴
が
潟
を
無
が
っ
て
、
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
」
と
頭
注
を

つ
け
て
い
る
。
「
鶴
が
潟
を
無
が
っ
て

1
鳴
き
渡
る
」
と
解
釈
す
る
場
合

「
潟
を
な
み
」
の
判
断
主
体
は
鳥
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
歌
い
方
は

「
惜
し
」
、
「
良
し
」
の
例
に
も
あ
る
。

ほ
と
と
ぎ
す

木
の
間
立
ち
潜

(
口
・
三
九
一
一
)

千
鳥
鳴
く
ら
し

|
|
「
鳴
く
鳥
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|

五



「
惜
し
」

梅
の
花

鳴
く
も

藤
波
の

て
越
ゆ
な
り

「
良
し
」

散
ら
ま
く
倒

U
刻

竹
の
林
に

う
ぐ
ひ
す

我
が
闘
の

5
・
八
二
四
)

散
ら
ま
く
倒

U
羽

ほ
と
と
ぎ
す

今
城
の
岡
を

鳴
き

(ω
・
一
九
四
四
)

我
が
背
子
が

そ
我
が
来
し

さ
雄
鹿
の

や
ど
の
橘

花
を
則
刈

見

鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す

(
8
・
一
四
八

月
を
則
羽

妻
問
ふ
時
に

雁
が
音
聞
こ
ゆ

今
し
来

ら
し
も

(ω
・
二
一
三
一
)

こ
れ
ら
の
歌
は
花
が
散
る
の
を
惜
し
ん
で
鳴
き
、
花
や
月
の
素
晴
し
さ

に
起
因
し
て
鳴
く
な
ど
、
烏
が
鳴
く
原
因
が
ミ
語
法
で
表
わ
さ
れ
、
烏
が

判
断
主
体
に
な
っ
て
い
る
と
了
解
さ
れ
る
。
鳥
の
判
断
と
い
う
の
は
い
う

ま
で
も
な
く
話
者
の
判
断
と
等
価
で
は
あ
る
が
、
話
者
の
判
断
を
烏
の
判

断
の
よ
う
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
話
者
の
感
情
が
烏
と
共
有
さ
れ
る
結

果
と
な
っ
て
い
る
。

感
情
共
有
と
い
う
点
に
お
い
て
は
「
心
あ
り
」
、
「
心
な
し
」
も
同
じ
で

あ
る
。
烏
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
辛
く
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
慰
め
に
な
る
の

も
、
結
局
、
虚
構
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
鳴
く
鳥
」
に
話
者
の
感
情
が
託
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
寒
し
」
と
か
か
わ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
鳥
は
、
雁
と
鴨
の
渡
り
鳥
に
限

ら
れ
る
。
秋
に
な
っ
て
飛
来
す
る
鳥
、
と
い
う
認
識
が
前
提
に
あ
っ
て
、

秋
の
訪
れ
と
結
び
付
け
て
そ
の
声
を
「
寒
し
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
次
の
、

今
朝
の
朝
明
雁
が
音
聞
き
つ
春
日
山

が
心
矧

u

「
な
し
」
の
次
に
多
い
の
は
「
寒
し
」
で
あ
る
。

①
秋
田
刈
る
仮
鹿
も
い
ま
だ
壊
た
ね
ば

置
き
ぬ
が
に

②
雲
の
上
に
鳴
き
つ
る
雁
の
割
剖
な
へ

ち
ぬ
る
か
も

③
今
朝
鳴
き
て
行
き
し
雁
が
音

色
付
き
に
け
る

④
我
が
背
子
は

ぬ
ば
た
ま
の

待
て
ど
来
ま
さ
ず

夜
も
ふ
け
に
け
り

け
ば

立
ち
待
つ
に

我
が
衣
手
に

り

降
る
雪
も

凍
り
渡
り
ぬ

今
更
に

⑤
葦
の
葉
に

タ
霧
立
ち
て

鴨
が
音
の

は
む

ー~/、

雁
が
音
割

u
霜
も

8
・
一
五
五
六

萩
の
下
葉
は

も
み

8
-
一
五
七
五

調
羽
か
も

こ
の
野
の
浅
茅

雁
が
音
も

さ
夜
ふ
く
と

2言
み ー
て五

官E

あ
ら
し
の
吹

置
く
霜
も

氷
に
さ
え
渡

君
来
ま
さ
め
や

5

ロ
・
三
二
八
二

汝
を
ば
偲

割
剖
タ
し(

M
・
三
五
七

O
)

も
み
ち
に
け
ら
し

我

(
8
・
一
五
二
ニ
)



の
歌
で
は
、
雁
の
声
に
「
痛
し
」
と
い
う
感
情
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
雁
の
声
に
自
分
の
感
情
が
託
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
寒
し
」
の

例
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
④
と
⑤
に
は
そ
う
し
た
感
覚
が
表
わ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
悲
し
」
の
例
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ

ろ
う
。

①
つ
と
に
行
く

声
の
樹
リ
剖

②
1
鶴
が
ね
の
剥

u
d鳴
け
ば
準
々
に
家
を
思
ひ
出
負
ひ

征
矢
の
そ
よ
と
鳴
る
ま
で
嘆
き
つ
る
か
も
(
却
・
四
三
九
八
)

③
海
原
に
霞
た
な
び
き
鶴
が
音
の
劉
U
剖
タ
は
国
辺
し
恩

ほ

ゆ

(

却

・

四

三

九

九

)

鳥
の
声
そ
の
も
の
は
悲
し
い
は
ず
が
な
い
の
に
、
自
分
と
同
じ
く
物
思

い
を
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
た
り
(
①
)
、
妻
の
こ
と
を
思
い
出
し

た
り
(
②
、
③
)
す
る
の
で
あ
る
。
烏
の
声
に
は
感
情
が
託
さ
れ
や
す
か
っ

た
と
い
え
る
。

次
に
多
い
の
は
「
な
つ
か
し
」
で
あ
る
。

①
佐
保
渡
り
我
家
の
上
に

雁
の
鳴
く
音
は

物
思
へ
か
も

我
が
ご
と
く

(ω
・
二
一
三
七
)

鳴
く
烏
の

声
刻
寸
科
リ
剖

愛
し

き
妻
の
児

②
ほ
と
と
ぎ
す

B

L

E

4

、.. 
叩、.. 

4
1
4
/
l
-
J
 

夜
声
羽
寸
刈

U.
網
さ
さ
ば

花
は
過
ぐ
と
も

離
れ
ず
か
鳴
か
む

③
我
が
門
ゆ
鳴
き
過
ぎ
渡
る

聞
け
ど
飽
き
足
ら
ず

(ω
・
四
一
七
六
)

鳥
の
声
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
妻
の
声
の
な
つ
か
し
さ
が
連
想
さ
れ
、

妻
へ
の
思
慕
の
情
を
寄
せ
て
い
る
(
①
)
。
鳥
の
声
は
妻
の
声
に
比
輸
さ

れ
る
ほ
ど
愛
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
網
で
捕
ま

え
て
で
も
続
け
て
聞
き
た
い
(
②
)
、
聞
い
て
も
飽
き
る
こ
と
が
な
い

(
③
)
と
歌
う
の
で
あ
る
。
「
鳴
く
烏
」
は
「
な
つ
か
し
」
の
他
に
「
恋
し
」
、

「
め
づ
ら
し
」
、
「
と
も
し
」
、
「
さ
ぶ
し
」
、
「
良
し
」
、
「
か
な
し
」
と
か
か

わ
っ
て
、

ほ
と
と
ぎ
す

(
ロ
・
三
九
一
七
)

い
や
刻
寸
刈

u
d

「
恋
し
」

島
伝
ひ

鳴
く

古
よ
し
の
ひ
に
け
れ
ば

き
も
の
を

大
和
恋
し
く

漕
ぎ
廻
れ
ば

敏
馬
の
崎
を

鶴
さ
は
に

3 

恋I~\ 
u こど

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
く
声
聞
き
て

m-
四
一
一
九

「
め
づ
ら
し
』

暁

思

名
告
り
鳴
く
な
る

ほ
ゆ
る
か
も

ほ
と
と
ぎ
す

泊四・四
O
八
四
)

3
卯
の
花
の

あ
や
め
草

咲
く
月
立
て
ば

鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す

夜
渡
し
聞
け
ど

玉
貫
く
ま
で
に

昼
暮
ら
し

聞
く

万
葉
集
の
「
鳴
く
鳥
」

|
|
「
鳴
く
烏
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|

七



ご
と
に

心
つ
ご
き
て

う
ち
嘆
き

あ
は
れ
の
烏
と

言
は
ぬ
時

な
し

(
時
・
四

O
八
九
)

「
と
も
し
」

く|誰
も聞
あき
るつ
を

こ
ゆ
鳴
き
渡
る

妻
呼
ぶ
声
の

雁
が
ね
の

8
-

一
五
六
二
)

梅
の
花

ぐ
ひ
す
の
声

家
居
れ
ば

と
も
し
く
も
あ
ら
ず

咲
け
る
岡
辺
に

(m-
一
八
二
O
)

「
さ
ぶ
し
」

我
が
背
子
が
国
へ
ま
し
な
ぱ

剖
刈
リ
叶
叫
か
も

我
の
み
に
聞
け
ば
剖
瓜

u
u

い
行
き
鳴
か
に
も

「
良
し
」

う
ぐ
ひ
す
の
卵
の
中
に
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
り
生
ま
れ
て

が
父
に
似
て
は
鳴
か
ず
己
が
母
に
似
て
は
鳴
か
ず
卯
の
花

咲
き
た
る
野
辺
ゆ
飛
ぴ
期
り
来
鳴
き
と
よ
も
し
橘
の

ひ
ね
も
す
に
鳴
け
ど
聞
き
則
叫
賂
は
せ
む

我
が
や
ど
の
花
橘
に
住
み
渡
れ
鳥

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
か
む
五
月
は

(
口
・
三
九
九
六
)

ほ
と
と
ぎ
す

丹
生
の
山
辺
に

(ω
・
四
一
七
八
)

の花
を
居
散
ら
し

遠
く
な
行
き
そ

(
9
・
一
七
五
五
)

「
か
な
し
」

}¥. 

t
E

百
鳥
の

づ
れ
を
か

春
さ
れ
ば

卯
の
花
の

聞
き
の
州
制

u
u
し、

つ

来
居
て
鳴
く
声

別
き
て
し
の
は
む

鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
ー

と
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
あ
り
ょ
う
は
「
な
つ
か
し
」
の
例
と
さ
ほ
ど

か
わ
ら
な
い
。
「
鳴
く
烏
」
は
「
な
つ
か
し
」
、
「
恋
し
」
、
「
め
づ
ら
し
」
、

「
と
も
し
」
、
「
さ
ぶ
し
」
、
「
良
し
」
、
「
か
な
し
」
な
ど
の
表
現
が
用
い
ら
れ

る
ほ
ど
慕
わ
し
く
思
わ
れ
待
た
れ
た
の
で
あ
り
、
い
く
ら
聞
い
て
も
飽
き

足
り
る
こ
と
な
く
、
一
人
で
聞
け
ば
さ
び
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
「
鳴
く
烏
」
は
「
近
し
」
と
も
か
か
わ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

①

i
高
知
ら
す
布
当
の
宮
は
川
近
み
瀬
の
音
ぞ
清
き
山
湖

み
鳥
が
音
と
よ
む
秋
さ
れ
ば

つ
ま
呼
び
と
よ
め

咲
く
月
立
て
ば

め

づ
ら
し
く

同
・
四

O
八
九

山
も
と
ど
ろ
に

さ
雄
鹿
は

己

②
今
朝
の
朝
明

か
も

時 0

到5

秋
風
寒
し

遠
つ
人

雁
が
来
鳴
か

t
(
口
・
三
九
四
七
)

③
あ
し
ひ
き
の
山
も
組
剖
を

な
に
か
来
鳴
か
ぬ

④
ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
に
組
叶
を

験

あ

ら

め

や

も

(

却

・

四

四

三

八

)

季
節
の
変
化
と
雁
の
飛
来
を
結
び
つ
け
て
歌
っ
て
い
る
の
が
②
で
あ
る
。

ま
た
、
山
が
近
い
と
い
う
こ
と
は
、
鳥
の
声
が
聞
け
る
と
い
う
こ
と
で
も

ほ
と
と
ぎ
す

月
立
つ
ま
で
に

ロ
・
三
九
八

来
鳴
き
て
よ

過
ぎ
な
む
後
に



あ
っ
た
(
①
、
③
)
。
こ
の
点
は
次
の
歌
か
ら
も
分
か
る
。

あ
し
ひ
き
の
叫
湖
吋
尉
刈
同
ほ
と
と
ぎ
す

噺
州
制
則
同
制

U

木
の
間
立
ち
潜
き

(
ロ
・
三
九
一
一
)

④
は
こ
う
し
た
考
え
方
が
前
提
に
あ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
近
し
」
に
近
似
し
て
い
る
の
が
「
繁
し
」
の
例
で

あ
る
。

鹿
脊
の
山

ひ
す
の
声

木
立
を
剰
刈

う
ぐ

朝
去
ら
ず

来
鳴
き
と
よ
も
す

(
6
・一

O
五
七
)

こ
こ
に
は
山
の
木
立
が
茂
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
来
て
鳴
く
烏
が
歌
わ
れ

て
い
る
。
山
が
近
け
れ
ば
と
歌
う
例
と
同
様
、
木
立
が
茂
っ
て
い
て
そ
こ

に
来
て
鳴
く
烏
の
声
を
聞
く
喜
び
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
右
の
「
近
し
」
と
は
逆
に
、
「
遠
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も

あ
る
。

①
狛
山
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
泉
川
渡
り
を
湖
羽

は
ず
一
に
云
ふ
「
渡
り
遡
刈
か
通
は
ざ
る
ら
む
」

こ
こ
に
通

6
・一

O
五
八

③ ②  
間|昨も雲
遠|夜との
く|こほ上
恩そりに
ほは来
ゆっ

遠
け
ど
も

君
に
逢
は
む
と

鳴
く
な
る
雁
の

(
8
・
一
五
七
四
)

児
ろ
と
さ
寝
し
か

雲
の
上
ゆ

鳴
き
行
く
鶴
の

(
M
・
三
五
二
二
)

万
葉
集
の
「
鳴
く
鳥
」

@
ぬ
ぱ
た
ま
の

里

湖

羽

か

も

(

げ

・

三

九

八

八

)

①
は
、
泉
川
の
辺
り
に
住
む
人
の
作
で
あ
り
、
狛
山
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
が

詠
ま
れ
、
結
句
の
「
こ
こ
に
通
は
ず
」
に
は
「
こ
こ
ま
で
鳴
い
て
来
れ
ば

よ
い
に
」
(
『
全
釈
』
)
と
い
う
、
狛
山
に
近
け
れ
ば
よ
い
の
に
と
い
う
意
が

こ
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
雲
の
上
を
鳴
き
渡
る
雁
と
鶴
が
序
と
な
っ
て
、

「
遠
け
ど
も
君
に
逢
は
む
と
た
も
と
ほ
り
来
つ
」
(
②
)
、
「
間
遠
く
思

ほ
ゆ
」
(
③
)
の
句
を
導
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
④
の
よ
う
に
近
い
こ

と
へ
の
願
望
が
こ
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
遠
し
」
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ

て
い
る
。

「
遠
し
」
と
意
味
の
近
い
も
の
に
「
遥
け
し
」
が
あ
る
が
、
近
い
こ
と
へ

の
願
望
を
歌
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
「
遠
し
」
と
等
し
い
。

夏
山
の
木
末
の
し
げ
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
と
よ
む
な
る

の
造
け
さ

月
に
向
か
ひ
て

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
く
音
遁
け
し声

(
8
・
一
四
九
四
)

今
夜
の

の
謝
叶
.
剖

お
ぼ
つ
か
な
き
に

音

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
く
な
る
声
の

月
に
向
か
ひ
て

ほ
と
と
ぎ
す

音一

号i

た

ぬ
ば
た
ま
の

里

遠

み

か

も

(

口

・

三

九

八

八

)

こ
の
三
首
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声
が
遥
か
に
遠
い
と
歌
っ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
は
近
け
れ
ば
と
い
う
意
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
「
鳴
く
鳥
」
は

|
|
「
鳴
く
烏
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

l
|

九



近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
鳴
く
鳥
」
は
こ
の
他
に
も
、

年
の
は
に
来
鳴
く
も
の
故

逢
は
ぬ
日
を
多
み

ー
タ
さ
れ
ば

我
が
や
ど
の

藤
の
繁
み
に
は
ろ
は
ろ
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す

植
ゑ
木
橘
花
に
散
る
時
を
刻
泊
リ
刈
来
鳴
か

そ

こ

は

恨

み

ず

然

れ

ど

も

家

居

せ

る

君
が
聞
き
つ
つ
告
げ
な
く
も
憂
し

春
と
も
割
パ
川

な
く

う
ち
な
び
く

ほ
と
と
ぎ
す

う
ぐ
ひ
す
は

聞
け
ば
し
の
は
く

(
四
・
四
一
六
八
)

谷
片
付
き
て

(ω
・
四
二
O
七
)

植
ゑ
木
の
木
聞
を

鳴

き

渡

ら

な

む

(

却

・

四

四

九

五

)

と
、
「
多
し
」
、
「
ま
だ
し
」
、
「
著
し
」
と
か
か
わ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
が
、

歌
い
方
は
今
ま
で
見
て
き
た
歌
々
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
懐
か
し
く
て
待

た
れ
る
も
の
、
喜
ば
れ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
鳴
く
鳥
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
対
し
て
「
う
れ
た
し
」
と
表
現

し
て
い
る
歌
が
あ
る
。

t
ま
そ
鏡

清
き
月
夜
に

こ
す
な
ゆ
め
と
言
ひ
っ
つ

引
制
剖
剖
胡
醜
ほ
と
と
ぎ
す
暁
の

追
へ
ど
な
ほ
し
来
鳴
き
て
い
た
づ
ら
に 見

す
る
ま
で
に
は

こ
こ
だ
く
も
我
が
守
る
も
の
を

う
ら
悲
し
き
に

た
だ
一
目

散
り

追
へ
ど

地
に
散
ら
さ
ぱ
1

(
8
・
一
五
O
七
)

。

恋
歌
に
お
い
て
「
鳴
く
烏
」
は
、
絶
え
間
な
い
恋
の
比
轍
で
あ
っ
た
り
、

そ
の
声
は
聞
く
と
恋
し
さ
が
増
さ
る
辛
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
聞
き
た

い
も
の
と
な
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
は
「
う
れ
た
き
や
醜

ほ
と
と
ぎ
す

1
追
へ
ど
追
へ
ど
な
ほ
し
来
鳴
き
て
」
と
歌
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
妹
に
見
せ
た
い
橘
の
花
を
地
面
に
散
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
橘

の
花
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
い
え
ば
、

ほ
と
と
ぎ
す
来
居
も
鳴
か
ぬ
か

散
ら
む
見
む

我
が
や
ど
の

花
橘
の

地

(m
・
一
九
五
四
)

橘
の

林
を
植
ゑ
む

常
に
冬
ま
で

住
み
渡
る

ほ
と
と
ぎ
す

が
ね

橘
の

か
も

i
我
が
や
ど
の
植
ゑ
木
橘
花
に
散
る
時
を
ま
だ
し
み

か
な
く
そ
こ
は
恨
み
ず
然
れ
ど
も
谷
片
付
き
て
家
居
せ
る

君

が

聞

き

つ

つ

告

げ

な

く

も

憂

し

(

悶

・

四

二

O
七
)

と
歌
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、

審
公
烏
を
罵
倒
し
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
(
『
増
訂
全
註
釈
』
)
。

花
を
愛
す
る
人
に
見
せ
た
い
あ
ま
り
、
時
鳥
を
罵
倒
す
る
あ
た
り
は

家
持
の
気
負
い
が
見
ら
れ
る
(
『
集
成
』
)
。

時
鳥
を
非
難
し
て
い
る
の
が
面
白
い
(
『
全
注
』
)
。

ω
・
一
九
五
八
)

花
散
る
里
に

通
ひ
な
ば

と
よ
も
さ
む

山
ほ
と
と
ぎ
す

ω
・
一
九
七
八
)

来
鳴



と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
例
外
と
す
る
し
か
あ
る
ま
い
。
ま
た
、

引
制
剖
剖
引
醜
ほ
と
と
ぎ
す
今
こ
そ
ば
声
の
澗
る
が
に

鳴
き
と
よ
め
め

(ω
・
一
九
五
一
)

の
歌
は
、
一
五

O
七
歌
と
同
じ
く
「
う
れ
た
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
は
正
反
対
で
あ
る
。
来
て
鳴
か
な
い
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
怒
り
を
覚

え
る
ほ
ど
、
「
鳴
く
烏
」
は
待
ち
焦
が
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
や

は
り
、
一
五

O
七
歌
は
例
外
と
い
う
し
か
な
い
。

ま
た
、
「
ね
た
し
」
の
例
に
も
、

ほ
と
と
ぎ
す
い
と
材
対
叶
叶
は

橘
の

花
散
る
時
に

来
鳴
き

と
よ
む
る

(m
・
四

O
九
二
)

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
窪
田
評
釈
』
が

審
公
鳥
は
、
橘
の
花
の
散
る
感
傷
的
な
さ
ま
を
、
無
関
心
ら
し
く
来

鳴
き
と
よ
も
し
て
い
る
。
そ
の
無
関
心
な
さ
ま
が
嫉
ま
し
い
と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
嫉
ま
し
さ
は
、
堪
え
ら
れ
る
程
度

ま
で
の

1
中
略

i
種
公
鳥
の
良
さ
を
讃
え
る
気
分
を
、
逆
説
的
に
、

屈
折
を
持
っ
て
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
と
の
取
り
合
わ
せ
が
し
っ

く
り
し
な
い
の
で
言
」
(
『
新
編
全
集
』
)
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

以
上
、
「
鳴
く
鳥
」
と
形
容
調
が
か
か
わ
っ
て
歌
わ
れ
る
全
例
(
住
に
記

し
た
用
例
を
含
む
)
を
見
て
き
た
。
「
鳴
く
鳥
」
の
歌
は
、
季
節
の
変
化
や

万
葉
集
の
「
鳴
く
鳥
」

来

都
の
あ
り
う
べ
き
景
を
歌
う
も
の
も
あ
っ
た
が
、
「
鳴
く
烏
」
そ
の
も
の
を

歌
う
も
の
と
、
恋
情
を
歌
う
も
の
に
大
別
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
集
中
の
「
鳴
く
烏
」
は
、
待
た
れ
る
も
の
、
恋
心
が
託
さ
れ
る
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
こ
に
は
話
者
の
感
情

が
「
鳴
く
鳥
」
に
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
項
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
で
は
、
「
鳴
く
鳥
」
が
喚
起
す
る
も
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
、
「
鳴
く
鳥
」
に
「
聞
け
(
か
)
ば
」
、
「
鳴
け
(
か
)

ば
」
な
ど
の
条
件
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
を
見
て
み
た
い
。

「
鳴
く
烏
」
に
「
聞
け
(
か
)
ば
」
、
「
鳴
け
(
か
)
ば
」

な
ど
の
条
件
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌

「
鳴
く
鳥
」
に
「
聞
け
(
か
)
ぱ
」
、
「
鳴
け
(
か
)
ば
」
な
ど
の
条
件
句

が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
は
二
十
七
首
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
歌
は
そ
の
中
の

一
部
で
あ
る
。

(
I
)
 

① 
ほi近
ゆ{江

の
海

汝
が
噺
川
崎

前
ぺ
副
制

夕
波
千
鳥

心
も
し
の
に

夜
く
た
ち
て

汝
がす
声 ー

聞l二
l刊さ

②
佐
保
川
に
さ
を
ど
る
千
鳥

額
制
判
官
斜
計
同

③
ほ
と
と
ぎ
す
な
か
る
国
に
も

(
7
・
一
一
一
一
四
)

行
き
て
し
か

そ
の
鳴
く
声
を

|
|
「
鳴
く
鳥
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|





一
方
、
①
は
千
鳥
の
声
を
聞
い
て
思
い
出
さ
れ
る
も
の
が
古
へ
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
③
は
「
中
国
の
萄
の
望
帝
が
山
中
に
隠
棲
し
、
そ
の
霊

魂
が
時
鳥
と
な
っ
た
と
い
う
萄
魂
の
故
事
」
(
『
全
注
』
)
を
踏
ま
え
れ
ば
過

去
を
想
起
す
る
こ
と
で
あ
り
、
①
の
類
例
と
な
る
。
「
鳴
く
烏
」
を
契
機
と

し
て
想
起
さ
れ
る
も
の
は
、
過
去
(
①
、
③
)
と
恋
愛
対
象
(
②
、
@
、
⑤
、

⑥
)
の
二
種
に
限
ら
れ
る
。

鳥
は
た
だ
来
て
鳴
く
に
す
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
鳥
が
鳴
き
、
そ

れ
を
聞
い
て
妹
や
愛
す
る
人
、
過
去
を
思
い
出
す
、
思
わ
れ
る
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
、

飲
宇
の
海
の
河
原
の
千
鳥
謝
料
欄
叶
叫

ほ
ゆ
ら
く
に

大
和
に
は
鳴
き
て
か
来
ら
む

な
き
人
思
ほ
ゆ

ほ
と
と
ぎ
す

た
も
す
べ
な
し

の
歌
で
は
、
烏
に
対
し
て
「
汝
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
例

は
①
、
②
、
④
に
も
あ
っ
た
。
「
鳴
く
烏
」
は
話
者
と
感
情
共
有
が
可
能
な

存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

3
鶴
が
ね
の
樹
U
G噺
川
崎

矢
の

ほ
と
と
ぎ
す

間
し
ま
し
置
け

謝
料
噺
州
同

そ
よ
と
鳴
る
ま
で

造
々
に

嘆
き
つ
る
か
も

万
葉
集
の
「
鳴
く
鳥
」

我
が
佐
保
川
の

が;

くI. 

と|七

10 

九
五

い C

我
が
恩
ふ
心

(
日
・
三
七
八
五

負
ひ
征

却
・
四
三
九
八
)

家
を
思
ひ
出

の
よ
う
に
鶴
が
悲
し
く
鳴
く
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、

世
の
常
に
醐
州
同
笥
U
割

声

制

オ

州

U
封

な
り
ぬ

呼
子
鳥

時
に
は

(
8
・
一
四
四
七
)

J思

の
よ
う
に
、
聞
く
と
苦
し
い
け
れ
ど
も
聞
き
た
い
と
歌
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
烏
の
声
に
よ
っ
て
何
か
を
思
い
出
す
と
い
う
の
は
、

話
者
の
心
と
烏
と
が
一
体
化
し
、
そ
の
声
に
話
者
の
感
情
が
託
さ
れ
た
結

果
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
話
者
の
幻
想
、
鳥
に
対
す
る
話
者
の

感
情
共
有
の
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
感
情
共

有
を
表
出
す
る
の
は
、
烏
に
対
す
る
無
前
提
の
信
頼
基
盤
を
想
定
す
べ
き

だ
ろ
う
。

続
い
て
烏
の
鳴
き
声
を
聞
く
こ
と
に
よ
る
心
の
動
き
を
詠
ん
だ
歌
々

(E)
を
見
て
み
る
。
こ
れ
ら
は
「
聞
け
(
か
)
ぱ
」
、
「
鳴
け
(
か
)
ば
」
な

ど
の
条
件
句
の
後
に
「
恋
し
」
(
⑦
)
、
「
恋
ふ
」
(
@
〉
、
「
し
の
ふ
」
(
⑨
)
、

「
さ
ぶ
し
」
(
⑮
)
、
「
な
つ
か
し
」
(
⑪
)
な
ど
、
あ
る
特
定
の
感
情
を
表
わ

す
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
恋
し
」
の
例
を
追
っ

て
み
よ
う
。

集
中
の
「
恋
し
」
は
、
山
や
浜
な
ど
の
場
所
、
花
な
ど
の
自
然
の
景
物

{
忽
}

な
ど
も
そ
の
対
象
と
な
る
が
、

朝
夕
に
見
む
時
さ
へ
や

刻
リ
叶
剖

税
蝋
引
が

見
と
も
見
ぬ
ご
と

h』
F
S
J串

y
I
 

4
・
七
四
五
)

|
|
「
鳴
く
鳥
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|



も
み
ち
葉
の
過
ぎ
か
て
ぬ
加
を

科
副
刻
羽

人
妻
と

見
つ
つ
や
あ
ら
む

ω
・
二
二
九
七

今
の
ご
と

す
る

い
か
に
か
も
せ
む

思
ほ
え
ば

す
ベ
の
な
さ

の
よ
う
に
、
基
本
的
に
恋
愛
感
情
の
表
出
で
あ
り
、
対
象
と
の
一
体
感
を

希
求
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
妹
や
君
に
一
体
感
を

求
め
る
よ
う
に
、
「
鳴
く
烏
」
に
も
一
体
感
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
「
鳴

く
烏
」
に
一
体
感
を
求
め
る
こ
と
は
、

五
月
山
卯
の
花
月
夜

樹
科
制

A
U

自
・
三
九
二
八

ほ
と
と
ぎ
す

聞
け
日
も

ま
た

(ω
・
一
九
五
三
)

ー
木
の
暗
の

古
ゆ

四
月
し
立
て
ば

夜
隠
り
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す

語
り
継
ぎ
つ
る
う
ぐ
ひ
す
の
現
し
真
子
か
も
あ
や
め

花
橘
を
娘
子
ら
が
玉
貫
く
ま
で
に
あ
か
ね
さ
す
昼
は

し
め
ら
に
あ
し
ひ
き
の
八
つ
峰
飛
び
越
え
ぬ
ば
た
ま
の
夜

月
に
向
か
ひ
て
行
き
帰
り
噺
剖

H
d叫

(m
・
四
二
ハ
六
)

い
や
な
つ
か
し
く

草

暁
のき

足
ら
む

ほ
と
と
ぎ
す

聞
け
ど

m-
四
一
七
六
)

網
眠
り
に

眠
り
て
な
勺
け
な

ほ
と
と
ぎ
す
聞
け
ど
も

醐
判
明
欄
叶
洲
刈

(m-
四
一
八
二
)

四

と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鳥
の
声
を
聞
き
た
い
と
い
う
、
烏
の
声
に
対

す
る
願
望
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
願
望
は
聞
い
た
か
ら
と
い
っ
て
満

た
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(
E
)
の
歌
々
は
、
こ
う
し
た
鳥
の
声
に

対
す
る
尽
き
る
こ
と
の
な
い
願
望
の
表
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
烏
の
声
は
、

聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
ま
す
ま
す
聞
き
た
く
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

{
お
)

以
上
で
、
条
件
句
を
持
つ
「
鳴
く
烏
」
の
歌
の
大
半
を
見
て
き
た
が
、
「
烏

を
詠
む
」
の
題
詞
を
持
つ
例
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ほ
と
と
ぎ
す
花
橘
の
枝
に
居
て
噺
剖
剖
訓
叫
剖
同

花
は
散

り
つ
つ

(ω
・
一
九
五

C
)

こ
の
歌
は
「
鳥
を
詠
む
」
と
い
う
題
調
の
規
制
を
う
け
る
た
め
、
詠
物

の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
『
全
注
』
が
「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
と
橘
の

花
の
散
り
こ
ぼ
れ
る
光
景
が
い
か
に
も
好
ま
し
い
一
幅
の
絵
の
よ
う
な
叙

景
と
し
て
作
者
を
満
足
さ
せ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
話
者
の

感
情
、
満
足
感
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
橘
の
花
が
散
っ
て
い
る
の

は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
き
と
よ
も
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
「
橘
の
花
の
散
り
こ
ぼ
れ
る
光
景
」
を
同
時

に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
下
旬
の
「
鳴
き
と
よ
も
せ
ば
花

は
散
り
つ
つ
」
の
表
現
に
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
と
、
同
時
に
橘
の
散

る
光
景
も
味
わ
え
る
の
で
、

卯
の
花
の

共
に
し
鳴
け
ば

ほ
と
と
ぎ
す

い
や
め
づ
ら
し
も



名
告
り
鳴
く
な
へ

に
通
底
す
る
感
覚
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
花
と
と
も
に
鳴
く
烏
は

喜
び
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
散
る
橘
の
花
は
、

来

居

も

鳴

か

ぬ

か

花

橘

の

(m
・
四

O
九
二

ほ
と
と
ぎ
す

散
ら
む
見
む

橘
の

か
も

我
が
や
ど
の

地

(ω
・
一
九
五
四
)

通
ひ
な
ば

花
散
る
里
に

山
ほ
と
と
ぎ
す

と
よ
も
さ
む

ω
・
一
九
七
八

f
E
我
が
や
ど
の
植
ゑ
木
橘
花
に
散
る

か
な
く
そ
こ
は
恨
み
ず
然
れ
ど
も
谷
片
付
き
て

君
が
聞
き
つ
つ
告
げ
な
く
も
憂
し

(ω
・
四
二

O
七
)

と
歌
わ
れ
て
お
り
、
一
九
五

O
歌
は
鳴
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
「
橘
の
花
の
散

り
こ
ぼ
れ
る
光
最
」
を
同
時
に
味
わ
う
こ
と
へ
の
喜
び
を
歌
っ
た
も
の
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。
一
九
五

O
歌
に
は
特
定
の
感
情
を
表
わ
す
こ
と
ば
は

用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、

(
E
)
の
類
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
「
鳴
く
烏
」
に
「
聞
け
(
か
)
ば
」
、
「
鳴
け
(
か
)
ぽ
」
な
ど
の

条
件
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
を
見
て
き
た
が
、
「
鳴
く
鳥
」
は
、
感
情
共

有
の
可
能
な
そ
の
声
が
聞
き
た
い
、
と
い
う
願
望
を
喚
起
す
る
と
い
え

よ
う
。

時
を
ま
だ
し
み

来
鳴

家
居
せ
る

集
中
の
「
鳴
く
烏
」
は
聞
き
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の

願
望
を
否
定
す
る
よ
う
な
例
が
あ
る
。
続
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。

万
葉
集
の
「
鳴
く
烏
」

四

泣
血
哀
働
歌
の
鳴
く
鳥

柿
本
人
麻
目
の
泣
血
哀
働
歌
に
は
、

ー
沖
つ
藻
の
な
び
き
し
妹
は
も
み
ち
葉
の

玉
梓
の
使
ひ
の
言
へ
ば
梓
弓
音
に
聞
き
て
(
注
略
)
言
は
む

せ
む
す
べ
知
ら
に
音
の
み
を

千
重
の
一
重
も
慰
も
る

軽
の
市
に

過
ぎ
て
去
ゆ
く
と

す

聞
き
で
あ
り
え
ね
ば

我

が
恋
ふ
る

4
H
H
 

我
が|乙ミ1 I1、
立|も
ち|あ
聞|り

玉J ~tl ゃ
糊聞と
のi

妹 j玉J

が遺だ
名 行i

我
妹
子

き

同
も
聞
こ
え
ポ

す
ベ
を
な
み

呼
び
て

(
2
・
二

O
七
)

と
、
「
聞
け
ば

1
聞
こ
え
ず
」
と
歌
わ
れ
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、

「
畝
傍
の
山
に
」
と
い
う
明
白
の
景
が
叙
せ
ら
れ
る
。
制
川
叫
川
寸
寸

M
可
1
刷
d
討
は
判
明
凶
剛
斗
刻
寸
胡
泊
刈
川
1
A
M割
州
討
川
訓
剛
司
刈
廿
剰

な
い
(
『
新
大
系
』
)
。

畝
傍
山
は
軽
の
里
か
ら
二
キ
ロ
も
離
れ
て
い
る
か
ら
鳥
の
声
は
聞
こ

え
な
い
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
う
し

た
現
実
を
歌
っ
て
い
る
の
み
で
は
な
い
。
「
軽
の
市
に
吾
が
立
ち

聞
け
ば
」
か
ら
必
然
的
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
妻
の
声
そ
の
も
の

も
「
音
も
聞
こ
え
ず
」
に
よ
っ
て
否
定
的
に
印
象
さ
れ
る
点
に
、
こ

|
|
「
鳴
く
鳥
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|

五



の
連
合
表
現
の
効
果
が
認
め
ら
れ
、
遠
い
カ
ら
こ
そ
聞
こ
え

る
主
体
の
悲
し
み
も
伝
え
ら
れ
る
も
の
と

声
に

耳
を
傾
け
て
聞
こ
う
と

思
う
(
『
全
注
』
)
。

畝
傍
山
に
鳴
い
て
い
る
鳥
の
同
も
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
劃
阿
賀
も
聞

司
刻
明
(
『
和
歌
大
系
』
)
。

な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
烏
の
声
が
妻
の
声
の
比
轍
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
烏
の
声
を
愛
す
る
相
手
の
声
に
比
肱
嚇
し
た
例

は
、
巻
十
の
人
麻
呂
歌
集
所
出
歌
に
も
、

し
た
ひ
が
下
に

秋
山
の

州
制

が
あ
る
。
し
か
し
、
「
鳴
く
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ず
」
を
『
全
注
』
が
い
う

よ
う
に
、
「
遠
い
か
ら
こ
そ
聞
こ
え
ぬ
声
に
耳
を
傾
け
て
聞
こ
う
と
す
る

主
体
の
悲
し
み
」
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
当
該
歌
の
「
声

も
聞
こ
え
ず
」
は
、
遠
い
か
ら
聞
こ
え
な
い
鳥
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
く
、
聞
き
た
い
鳥
の
声
(
妻
の
声
)
を
話
者
自
ら
が
拒
絶
せ
ざ
る

を
得
な
い
、
い
わ
ば
あ
き
ら
め
の
表
現
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
考
え
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
鳴
く
鳥
」
の
歌
々
を
あ

ら
た
め
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
歌
々
に
詠
ま
れ
て
い
る
鳥

は
、
種
と
し
て
の
烏
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

大
和
恋
ひ

眠
の
寝
ら
え
ぬ
に

(
叩
・
二
二
三
九
)

心
な
く

場

こ
の
州
崎
回
に

一六

く
ぺ
し
ゃ

(
l
・
七
一
)

誰
聞
き
つ

劇
洲
刈
の

と
も
し

妻
呼
ぶ
声
の

こ
ゆ
鳴
き
渡
る

く
も
あ
る
を

8 

五
/、

う|ζ

家
居
れ
ば

梅
の
花
咲
け
る
岡
辺
に

ぐ
ひ
す
の
声

我
が
門
ゆ
鳴
き
過
ぎ
渡
る

聞

け

ど

飽

き

足

ら

ず

(

凹

・

四

一

七

六

)

の
歌
の
中
の
烏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
と
し
て
の
鶴
、
雁
、
う
ぐ
ひ
す
、
ホ

ト
ト
ギ
ス
で
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
当
該
歌
で
は
、
亡
く
な
っ

た
妻
に
比
輸
さ
れ
る
特
定
の
一
羽
の
烏
の
声
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

と
も
し
く
も
あ
ら
ず

(ω
・
一
八
二

O
)

い
や
な
つ
か
し
く

泣
血
哀
働
歌
の
作
品
世
界
に
お
い
て
、
烏
は
鳴
い
て
い
て
も
鳴
い
て
い

な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
鳴
い
た
と
し
て
も
そ
れ
は
そ
の
特
定
の
一
羽
の

烏
の
声
(
妻
の
声
)
で
は
な
い
。
烏
の
声
は
烏
の
声
で
し
か
な
く
、
妻
の
声

と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
「
鳴
く
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ず
」
は
、
妻
が

亡
く
な
っ
た
こ
と
を
認
め
る
し
か
な
い
、
亡
く
な
っ
た
妻
の
声
へ
の
話
者

の
あ
き
ら
め
の
表
現
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

鳥
の
鳴
き
声
を
「
聞
こ
え
ず
」
と
歌
う
例
は
当
該
歌
の
他
に
、

谷
近
く
家
は
居
れ
ど
も
木
高
く
て
里
は
あ
れ
ど
も

ぎ
す
い
ま
だ
来
鳴
か
ず
鳴
く
声
を
聞
か
ま
く
欲
り
と

ほ
と
と

朝



門
に
出
で
立
ち
タ
に
は

声
だ
に
も
川
刻
矧
剛
ゴ
刻
利

と
一
例
の
み
存
す
る
。
し
か
し
、
『
窪
田
評
釈
』
が
「
家
持
の
怨
み
に
対
し

て
弁
解
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
は
一
歩
も
出
て
い
な
い
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
鳥
の
声
そ
の
も
の
が
聞
き
た
い
の
に
、
ま

だ
来
て
鳴
か
な
い
と
歌
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
(
烏
の
)
声
だ
に
聞
か
ず
」
の
例
は
こ
ち
ら
も
一
例
な
が
ら
存

iま

谷
を
見
渡
し

恋
ふ
れ
ど
も

(ω
・
四
二

O
九
)

在
す
る
。ー

春
花
の

の
野
の

咲
け
る
盛
り
に

繁
み
飛
ぴ
潜
く

春
莱
摘
ま
す
と

に
ほ
ひ

手
折
り
か
ざ
さ
ず

娘
子春

恩
ふ
ど
ち

う
ぐ

赤
裳
の
裾
の

ら
が

紅
の

時
の
盛
り
を

い
た
づ
ら
に

過
ぐ
し
遺

春
雨
に

ひ
づ
ち
て

通
ふ
ら
む

り
つ
れ

1

(
口
・
三
九
六
九
)

こ
の
歌
は
病
苦
の
家
持
が
、
健
康
時
と
は
違
っ
て
い
た
ず
ら
に
春
を
過

ご
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
普
段
な
ら
ば
春
の
野
に
出
か

け
て
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
の
に
、
と
い
う
意
を
こ
め
た
も
の
で

あ
り
、
当
該
歌
と
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
泣
血
哀
働
歌
の
「
鳴
く
烏
」
に
対
す
る
表

現
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
歌
々
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ

れ
ま
で
の
歌
々
は
、
感
情
共
有
可
能
な
烏
の
声
を
聞
き
た
い
と
歌
う
も
の

万
葉
集
の
「
鳴
く
鳥
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
泣
血
哀
働
歌
で
は
、
鳥
の
声
は
聞
こ
え
て
も
そ
れ

は
妻
を
想
起
さ
せ
る
も
の
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
妻
と
の
感
情
共
有
が
不

可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

泣
血
哀
働
歌
に
亡
く
な
っ
た
妻
を
求
め
る
表
現
は
、
「
聞
け
ば

1
鳴
く

鳥
の
声
も
聞
こ
え
ず
」
の
他
、
「
道
行
く
人
も
一
人
だ
に
似
て
し
行

か
ね
ば
」
が
あ
る
。
「
人

U
」
は
「
声
叫
」
と
並
列
す
る
も
の
で
あ
り
、
妻

の
声
と
妻
の
姿
と
い
う
、
聴
覚
と
視
覚
に
よ
っ
て
妻
そ
の
も
の
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
妻
を
追
い
求
め
て
も
そ
れ
は
否
定
さ
れ

る
し
か
な
か
っ
た
。
「
聞
け
ば

1
鳴
く
烏
の
声
も
聞
こ
え
ず
」
、
「
道
行

く
人
も
一
人
だ
に
似
て
し
行
か
ね
ば
」
は
、
妻
の
死
を
確
認
し
て
い

な
い
話
者
が
妻
を
追
い
求
め
る
表
現
で
あ
る
一
方
、
妻
の
死
を
認
め
ざ
る

を
得
な
い
、
あ
き
ら
め
の
表
現
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

泣
血
哀
働
歌
の
「
鳴
く
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ず
」
に
つ
い
て
の
従
来
の

研
究
は
、
っ
き
つ
め
て
い
え
ば
序
詞
か
実
景
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
声
も
聞
こ
え
ず
」
を
、
近
い
と
い
っ
て
も
聞

え
な
い
、
遠
い
か
ら
聞
こ
え
な
い
、
と
い
っ
た
距
離
と
結
び
付
け
て
解
釈

さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
格
別
に
厳
密
な
有
機
的
構
造

AM} 

体
を
構
成
す
る
」
泣
血
哀
働
歌
の
「
鳴
く
烏
の
声
も
聞
こ
え
ず
」
は
、

つ
づ
く
「
道
行
く
人
も
一
人
だ
に
似
て
し
行
か
ね
ば
」
と
あ
い
ま
っ

て
、
聴
覚
と
視
覚
に
よ
る
あ
き
ら
め
の
表
現
と
し
て
一
首
内
に
お
い
て
機

|
|
「
鳴
く
烏
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|
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能
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

五

む
す
び

以
上
、
集
中
の
「
鳴
く
鳥
」
の
歌
を
見
て
き
た
が
、
泣
血
哀
働
歌
の
例

は
他
の
歌
々
と
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
一
羽
の
烏
が
妻
の
声

の
昏
輸
と
さ
れ
、
そ
の
声
の
聞
こ
え
な
い
こ
と
を
歌
い
、
そ
れ
は
感
情
共

有
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
嘆
き
で
あ
っ
た
。
泣
血
哀
働

歌
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
中
で
、
作
品
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い

る
一
端
を
見
る
思
い
が
す
る
。

集
中
の
「
鳴
く
鳥
」
は
、
話
者
と
感
情
共
有
の
可
能
な
存
在
、
待
た
れ

る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
声
を
聞
き
た
い
と
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
鳴
く
鳥
」
が
恋
歌
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

話
者
の
恋
心
が
「
鳴
く
烏
」
と
共
有
さ
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
泣
血
哀

働
歌
と
て
、
こ
う
し
た
共
通
理
解
の
基
盤
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

裏
返
し
の
形
で
妻
の
声
の
響
喰
と
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

集
中
に
お
け
る
「
鳴
く
鳥
」
は
、
基
本
的
に
感
情
共
有
の
可
能
な
、
無

前
提
の
信
頼
を
置
け
る
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
心
あ
り
」
、
「
心

な
し
」
と
い
う
正
反
対
の
評
価
も
、
そ
の
声
へ
の
願
望
と
な
り
得
た
の
で

あ
ろ
う
。

【注】(
1
)
 

八

(
2
)
 

「
た
づ
が
な
し
」
(
日
・
三
六
二
六
)
な
ど
の
数
え
方
に
よ
っ
て
多
少
増
減

す
る
。

歌
の
引
用
は
、
『
万
葉
集
電
子
総
索
引

(
C
D
'
R
O
M
)
』
(
二

O
O九

年
)
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
部
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
注
釈

書
名
は
通
行
の
略
称
を
用
い
た
。

一
八
一
九
歌
の
題
詞
に
『
烏
を
詠
む
』
と
あ
り
、
こ
の
題
詞
は
一
八
一
三

歌
ま
で
の
十
三
首
に
及
ぶ
。
ま
た
、
一
九
三
七
歌
の
題
調
に
「
烏
を
詠
む
』

と
あ
り
、
こ
の
題
調
は
一
九
六
三
歌
ま
で
の
二
十
七
首
に
及
ぶ
。

七
十
六
首
の
内
訳
は
、
以
下
の
通
り
。

・
烏
を
詠
む
一
一
一
一
一
一

1
一
一
一
一
回
、
一
八
一
九

5
一
八
三
て
一

九
三
七

1
一
九
六
三
、
二
一
六
六

1
一
二
六
七

・
右
二
首
、
鳥
を
詠
む
(
左
注
)
一
二
五
一

1
一
二
五
二

・
雁
を
詠
む
二
一
二
八

1
一
二
四

O

・
種
公
烏
を
詠
む
一
七
五
五

1
一
七
五
六
、
三
九

O
九
1
三
九
一

0

・
山
部
宿
禰
赤
人
、
春
鴛
を
詠
む
歌
一
首
三
九
一
五

・
八
日
に
、
白
き
大
腐
を
詠
む
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
四
一
五
四

1
四

一
五
五

・
窟
公
烏
と
時
の
花
と
を
詠
む
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
四
二
ハ
六

1
四一

』、h
k

d
/
，J
'
 

・
雷
公
烏
を
詠
む
歌
二
首
四
一
七
五

1
四
一
七
六

・
君
公
鳥
と
藤
の
花
と
を
詠
む
一
首
井
せ
て
短
歌
四
一
九
二

1
四一

九
三

・
雷
公
鳥
を
詠
む
歌
一
首
四
二
三
九

・
癌
公
烏
を
詠
む
歌
一
首
四
三

O
五

残
る
十
四
首
は
、
何
ら
か
の
形
で
烏
と
話
者
の
感
情
が
重
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

3 (
4
)
 

5 



6 

本
来
で
あ
れ
ば
三
四
六
首
す
べ
て
を
考
察
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
全

体
を
対
象
と
し
て
も
結
論
は
大
き
く
違
わ
な
い
。

「
悲
し
い
』
と
「
い
と
し
い
」
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
「
か
な
し
」
は
、
「
悲

し
」
と
「
か
な
し
」
に
別
立
で
し
た
。

こ
の
他
に
「
聞
な
し
」
が
四
例
(
三
七
二
、
一
八
九
八
、
三

O
八
七
、
三

O
八
八
)
、
「
時
な
し
」
が
二
例
(
七
六

O
、
三

O
八
八
)
あ
る
が
、
歌
い

方
は
か
わ
ら
な
い
。
以
下
全
例
を
掲
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
典
型
的
な
も
の

や
多
少
問
題
の
あ
る
例
を
中
心
に
触
れ
る
。

こ
の
他
、
「
苦
し
」
の
二
例
(
一
四
四
七
、
一
四
六
七
)
に
、
烏
の
鳴
き

声
を
聞
く
と
恋
し
さ
が
増
し
て
辛
い
け
れ
ど
も
、
な
お
聞
き
た
い
と
い
う

感
覚
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
痛
し
」
の
例
は
他
に
三
例
(
一
四
六

五
、
一
五
二
二
、
二
八

O
三
)
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
烏
の
声
に
対
す
る
愛

着
を
歌
う
も
の
(
一
四
六
五
)
、
雁
の
声
に
自
分
の
感
情
(
「
痛
し
」
)
が

託
さ
れ
て
い
る
も
の
(
一
五
二
ニ
)
、
鶏
の
高
い
鳴
き
声
を
人
目
を
忍
ぶ

隠
り
妻
と
対
比
さ
せ
て
歌
う
も
の
(
二
八

O
三
)
で
あ
る
。

『
良
し
」
、
「
早
し
」
の
例
に
、

織
女
の
袖
つ
ぐ
タ
の
暁
は
川
瀬
の
鶴
は
鳴
か
ず
と
も

よ
し

(
8
・
一
五
四
五
)

朝
烏
割
叶
な
鳴
き
そ
我
が
背
子
が
朝
明
の
姿
見
れ
ば
悲

し

も

(

ロ

・

三

O
九
五
)

と
歌
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
二
首
は
「
鳴
く
烏
」
に
対
し
て
鳴
か
な
く
て

も
よ
い
(
一
五
四
五
)
、
早
く
に
鳴
く
な
(
三

O
九
五
)
と
歌
っ
て
い
る

が
、
近
似
す
る
例
が
『
古
事
記
』
や
集
中
に
も
、

ー
嬢
女
の
寝
す
や
板
戸
を
押
そ
ぷ
ら
ひ
我
が
立
た
せ
れ
ば

ー
さ
野
つ
烏
維
は
響
む
庭
つ
烏
鶏
は
鳴
く
心
痛
く
も

鳴
く
な
る
烏
か
此
の
烏
も
打
ち
止
め
こ
せ
ね

1

(

記
二
)

暁
と
夜
烏
鳴
け
ど
こ
の
山
上
の
木
末
が
上
は
い
ま
だ
静

7 8 9 10 
、旬〆

万
葉
集
の
「
鳴
く
烏
」

11 、_，

け
し

(
7
・
一
二
六
三
)

遠

妻

と

手

枕

交

へ

て

鶴

が

ね

な

鳴

き

明

け

ば
明
け
ぬ
と
も

(ω
・二

O
二
二

暁

と

鶏

は

鳴

く

な

り

一

人

寝

る

夜

は

明

け

ば
明
け
ぬ
と
も

(
U
・
二
八

O
O
)

明
け
ぬ
ベ
く
千
鳥
し
ぱ
鳴
く
白
た
へ
の
君
が
手
枕
い
ま

だ
飽
か
な
く
に

(
U
・
二
八

O
七
)

こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
国
に
さ
よ
ば
ひ
に
我
が
来
れ
ば
た

な
曇
り
雪
は
降
り
来
さ
曇
り
雨
は
降
り
来
野
つ
烏
雄

は
と
よ
む
家
つ
烏
か
け
も
鳴
く
さ
夜
は
明
け
こ
の
夜
は

明
け
ぬ
入
り
て
か
つ
寝
む
こ
の
戸
聞
か
せ
(
日
・
コ
ヲ
二

O
)

我
が
門
に
千
鳥
し
ぱ
鳴
く
起
き
よ
起
き
よ
我
が
一
夜
夫

人

に

知

ら

ゆ

な

〈

凶

・

三

八

七

三

)

と
見
え
、
「
鳴
く
烏
』
が
共
寝
を
し
た
男
女
に
別
れ
の
時
を
知
ら
せ
る
も

の
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

烏
が
判
断
主
体
に
な
っ
て
い
る
例
は
他
に
、
「
惜
し
』
に
三
例
(
八
四
二
、

一
四
九
て
一
九
五
七
)
、
「
良
し
」
に
一
例
(
一
九
四
三
)
あ
る
。

「
鳴
く
烏
』
に
対
し
て
「
心
あ
り
』
と
歌
う
例
は
他
に
、

我
が
や
ど
に
月
お
し
照
れ
り
ほ
と
と
ぎ
す
叫
剖
刈
制
樹

謝
嚇
封
日
必
叫
剖

(
8
・
一
四
八

O
)

ほ
と
と
ぎ
す
樹
噸
剖
創
U
寸
寸
i
謝
料
制
判
剖
j
封
眠
刻
樹
U.

財

ゆ

め

叫

剖

刈

(

ゆ

・

四

一

七

九

)

と
二
例
あ
る
。
こ
の
二
首
は
恋
歌
で
は
な
い
が
、
(
来
て
)
鳴
い
て
ほ
し

い
と
思
う
気
持
ち
を
「
心
あ
れ
」
と
表
現
し
て
お
り
、
話
者
の
感
情
が
託

さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
か
わ
ら
な
い
。

「
寒
し
」
は
他
に
四
例
(
一
五
回

O
、
二
一
八
て
二
二

O
八
、
二
二
一

二
)
あ
る
が
、
歌
い
方
は
同
じ
で
あ
る
。

寝
た
る
夜
は

よ
し
ゑ
や
し

12 13 
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(
M
)
 

一
五
一
三
歌
に
つ
い
て
は
『
新
大
系
』
が
、
「
雁
声
や
黄
葉
に
悲
哀
を
起

こ
す
こ
と
、
万
葉
集
に
は
珍
し
い
。
中
国
文
学
の
「
悲
秋
」
の
気
分
の
影

響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
な
つ
か
し
」
は
他
に
四
例
(
一

O
五
九
、
一
四
四
七
、
四
一
八

O
、
四

一
八
一
)
あ
る
が
、
歌
い
方
は
か
わ
ら
な
い
。

こ
の
他
に
、
「
恋
し
」
三
例
(
八
三
回
、
三
九
八
七
、
三
九
九
三
)
、
「
め

づ
ら
し
」
二
例
(
四

O
九
一
、
四
二
ハ
六
)
、
「
と
も
し
」
一
例
(
一
四
六

八
)
、
「
さ
ぶ
し
」
一
例
(
四
一
七
七
)
が
あ
る
。

「
鳴
く
烏
」
は
、
「
安
し
」
、
「
い
ち
し
ろ
し
』
と
も
か
か
わ
っ
て
、

篠
の
上
に
来
居
て
鳴
く
鳥
目
を
刻
刈
人
妻
故
に
我
恋
ひ

に

け

り

(

ロ

・

三

O
九
三
)

杉
の
野
に
さ
駆
る
雄
川
叫
リ
引
什
音
に
し
も
鳴
か
む
隠

り

妻

か

も

(

悶

・

四

一

四

八

)

と
歌
わ
れ
て
い
る
。
三

O
九
三
歌
は
、
上
二
句
が
第
三
句
の
「
目
を
安
み
」

を
起
こ
す
序
で
あ
り
、
鳴
く
烏
が
人
妻
を
連
想
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
が
、
『
新
編
全
集
』
が
「
見
目
麗
し
い
の
で
」
と
解
釈
し
な
が
ら
、

「
小
鳥
の
見
た
目
の
良
さ
か
ら
か
け
た
か
。
か
か
り
方
未
詳
」
と
す
る
よ

う
に
、
第
三
句
の
「
目
を
安
み
」
の
意
味
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
ま
た
、

四
一
四
八
歌
は
、
「
妻
を
求
め
て
け
た
た
ま
し
く
鳴
く
維
を
、
恋
に
堪
え

き
れ
ず
泣
く
隠
り
妻
に
な
ぞ
ら
え
て
」
(
『
集
成
』
)
い
る
可
能
性
が
高

い
。
し
か
し
、
「
隠
し
た
妻
(
雌
雄
)
が
い
る
の
だ
ろ
か
、
そ
れ
な
ら
な

お
の
こ
と
思
い
は
表
に
出
し
て
は
い
け
な
い
の
に
と
磐
め
る
気
持
で
あ

ろ
う
』
(
『
新
大
系
』
)
、
「
雄
の
忍
び
逢
う
声
を
聞
い
て
、
人
の
場
合
で
い

え
ば
激
し
く
恋
い
泣
く
忍
び
妻
の
そ
れ
と
は
大
違
い
だ
、
と
い
う
よ
う
な

意
味
か
」
(
『
新
編
全
集
』
)
な
ど
、
多
様
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の

二
首
に
つ
い
て
は
判
断
を
保
留
し
た
。

「
鳴
く
烏
』
に
「
ご
と
に
』
が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
が
二
例
(
「
ほ
と
と
ぎ

15 、.〆
(
時
)

(
口
)

18 

ニ
O

19 
、--

す
汝
が
鳴
く
ご
と
に
」
(
一
九
五
六
)
、
「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
聞
く
ご

と
に
」
(
凹

O
八
九
)
)
あ
る
が
、
意
味
上
「
聞
け
ば
」
、
「
鳴
け
(
か
)
ぱ
」

な
ど
の
条
件
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
と
か
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
た

め
、
こ
の
二
首
も
含
め
て
論
を
進
め
る
。
た
だ
し
、
こ
の
ニ
首
を
除
外
し

て
も
行
論
に
支
障
は
な
い
。

「
鳴
く
鳥
」
に
条
件
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
以
下
の
通
り
(
た
だ

し
、
聞
く
こ
と
の
結
果
と
し
て
鳥
の
声
が
聴
覚
に
入
っ
て
く
る
と
歌
う
例

(一

O
六
二
)
は
対
象
か
ら
除
外
し
た
)
。

二
六
六
、
三
七
一
、
一
一
二
四
、
一
四
四
七
、
一
四
六
七
、
一
四
六
九
、

一
四
七
五
、
一
四
八
回
、
一
九
五

O
、
一
九
五
六
、
二
二
三
九
、
三
三
五

一
一
、
三
六
九
一
、
三
七
八
五
、
三
九

O
九
、
三
九
一
四
、
三
九
九
三
、
四

O
五
て
四

O
八
九
、
四

O
九
て
四
一
六
八
、
四
一
七
二
、
四
一
七
七
、

四
一
七
八
、
四
一
八

O
、
四
一
八
一
、
四
三
九
八
、
計
二
十
七
首
。

(I)
の
用
例
は
、
以
下
の
通
り
。

二
六
六
、
三
七
一
、
一
一
二
回
、
一
四
四
七
、
一
四
六
七
、
一
四
六
九
、

一
四
七
五
、
一
四
八
四
、
一
九
五
六
、
二
二
三
九
、
三
六
九
一
、
三
七
八

五
、
四
三
九
八
、
計
十
三
首
。

(E)
の
用
例
は
、
以
下
の
通
り
。

一
九
五

O
、
三
九

O
九
、
三
九
一
回
、
三
九
九
三
、
四

O
五
一
、
四

O
八

九
、
四

O
九
一
、
四
二
ハ
八
、
四
一
七
七
、
四
一
七
八
、
四
一
八

O
、
四

一
八
て
計
十
二
首
。

集
中
の
「
恋
し
」
(
「
恋
」
、
「
恋
ふ
」
を
含
め
八
二
六
例
)
の
対
象

.
君
や
妹
な
ど
の
人
|
七
八

O
例

-
花
や
烏
・
烏
の
声
な
ど
の
自
然
の
景
物
|
二
十
九
例

.
吉
野
・
玉
島
・
竜
田
山
の
よ
う
な
土
地
|
十
三
例

・
古
へ
|
三
例

・
老
婆
の
「
強
ひ
語
り
」
|
一
例
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お

『
鳴
く
烏
」
に
「
聞
け
(
か
)
ぱ
」
、
「
鳴
け
(
か
)
ぱ
」
な
ど
の
条
件
句

が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
の
中
に
は
、

信
濃
な
る
す
が
の
荒
野
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
声
聞
叶
崎

時
過
ぎ
に
け
り

(
M
・
三
三
五
二
)

ほ
と
と
ぎ
す
来
噸
剖
剖
』

d
d
.
草
取
ら
む
花
橘
を
や
ど

に

は

植

ゑ

ず

て

(

凶

・

四

一

七

二

)

と
歌
う
例
も
あ
る
。
三
三
五
二
歌
は
、
初
旬
「
信
濃
な
る
』
と
結
句
「
時

過
ぎ
に
け
り
』
の
解
釈
に
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、
初
句
「
信
濃
な
る
」
に

つ
い
て
は
、

須
賀
の
荒
野
に
住
ん
で
い
る
庶
民
の
歌
。

Z
E
中
略

t
山
の
雪
の
消

え
方
、
渡
り
鳥
な
ど
で
、
農
作
の
時
期
を
知
る
の
は
、
庶
民
に
は

普
通
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
そ
れ
と
思
わ
れ
る
弓
窪
田
評
釈
』
、
『
私

注
』
、
『
新
大
系
』
)
。

か
よ
う
な
国
名
を
冠
し
て
い
る
の
は
、
他
国
の
人
が
い
う
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
他
の
人
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
国
名
な
ど
を
冠
し
な

い
(
『
増
訂
全
註
釈
』
、
『
全
釈
』
)
。

の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
結
句
「
時
過
ぎ
に
け
り
」
に
つ
い

て
は
、

帰
る
べ
き
時
期
の
遅
れ
た
の
に
驚
い
た
も
の
(
『
全
釈
』
)
。

恋
人
と
逢
う
べ
き
時
期
(
『
古
義
』
)
。

時
鳥
が
鳴
く
初
夏
は
農
繁
期
な
の
で
夫
が
待
た
れ
る
の
で
あ
ろ

う
(
『
窪
田
評
釈
』
、
『
集
成
』
、
『
新
考
』
、
『
新
大
系
』
)
。

ト
キ
ス
グ
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
声
を
写
し
た
語
(
『
新
編
全
集
』
)
。

の
よ
う
に
解
釈
が
割
れ
て
お
り
未
だ
定
説
を
み
な
い
。
そ
し
て
、
四
一
七

二
歌
は
、
「
花
橘
に
時
鳥
を
待
つ
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
野
外
の
仕
事
に

い
そ
し
み
な
が
ら
、
そ
の
声
を
聞
こ
う
と
い
う
歌
か
』
(
『
集
成
』
)
と
述

べ
て
お
り
、
他
の
諸
注
釈
帯
も
「
草
取
ら
む
花
橘
を
や
ど
に
は
植
ゑ

万
葉
集
の
「
鳴
く
烏
」

|
|
「
鳴
く
烏
」
を
歌
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
|
|

泊

ず
て
」
の
句
に
つ
い
て
不
明
と
し
て
い
る
。
二
首
に
関
し
て
は
解
釈
の
問

題
も
あ
り
判
断
を
保
留
し
た
い
。

伊
藤
博
氏
(
「
歌
俳
優
の
哀
歓
」
『
上
代
文
学
』
第
十
九
号
・
一
九
六
六
年

/
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
上
』
所
収
)

(
パ
ク

ヒ
ス
ク
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
)


