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第
二
節
　
河
内
〜
河
内
大
橋
を
渡
る
女
〜

（
一
）
は
じ
め
に

万
葉
集
巻
九
に
は
、
河
内
国
に
架
か
っ
て
い
た
大
橋
を
一
人
渡
り
行
く
女

性
を
詠
ん
だ
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
９
・
一
七
四
二
〜
一
七
四
三
）。
当
該

歌
は
９
・
一
七
六
〇
番
歌
の
左
注
に
「
右
の
件
の
歌
は
、
高
橋
連
虫
麻
呂
が

歌
集
の
中
に
出
づ
。」
と
あ
る
範
囲
内
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
歌
作
者

に
は
そ
の
「
高
橋
連
虫
麻
呂
」
が
比
定
さ
れ
る
。
い
つ
い
か
な
る
目
的
を
も

っ
て
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
見
ず
知
ら
ず
の
女
性
の
服
装
を

細
や
か
に
描
写
し
た
当
該
歌
は
、
万
葉
集
の
歌
々
の
中
に
あ
っ
て
も
異
彩
を

放
っ
て
い
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
。
さ
っ
そ
く
歌
を
見
て
行
こ
う
。

見
二

河
内
大
橋
独
去
娘
子
一

歌
一
首
　
并
短
歌

し
な
て
る
　
片
足
羽
河
の
　
さ
丹
塗
り
の
　
大
橋
の
上
ゆ
　
紅
の
　
赤

裳
裾
引
き
　
山
藍
も
ち
　
摺
れ
る
衣
着
て
　
た
だ
ひ
と
り
　
い
渡
ら
す

児
は
　
若
草
の
　
夫つ

ま

か
あ
る
ら
む
　
橿
の
実
の
　
ひ
と
り
か
寝
ら
む

問
は
ま
く
の
　
欲
し
き
我
妹
が
　
家
の
知
ら
な
く
（
９
・
一
七
四
二
）

反
歌

大
橋
の
　
頭つ

め

に
家
あ
ら
ば
　
心
悲
久
　
ひ
と
り
行
く
児
に
　
宿
貸
さ
ま
し
を
（
９
・
一
七
四
三
）

当該歌の歌碑
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（
二
）
し
な
て
る
　
片
足
羽
河
の
　
さ
丹
塗
り
の
　
大
橋
の
上
ゆ

初
句
「
し
な
て
る
」
の
語
義
は
未
詳
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
当
該
歌
の
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
日
本
書
紀
の
〈
ウ
タ
〉
に
、

斯
那
堤
流

片
岡
山
に
　
飯
に
飢
て
　
臥
せ
る
　
そ
の
田
人
あ
は
れ
〜
（
紀
一
〇
四
）

と
あ
り
、「
か
た
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
長
歌
は
枕
詞
か
ら
歌
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
当
該
歌
も
そ
の
例
外

で
は
な
い
。
そ
し
て
「
し
な
て
る
」
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
「
片
足
羽
河
」
は
、
題
詞
か
ら
河
内
国
を
流
れ
る
川
で
あ
る
こ
と
は
わ
か

る
も
の
の
、
現
在
に
そ
の
名
前
は
伝
わ
ら
な
い
。
現
在
で
は
「
か
た
し
は
が
は
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
の
多
い
「
片
足
羽
河
」
の
文
字
列

で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
初
期
の
注
釈
書
、
北
村
季
吟
『
万
葉
集
拾
穂
抄
』
で
は
「
か
た
あ
す
は
が
は
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
を

賀
茂
真
淵
『
万
葉
考
』
が
、「
河
内
国
交
野
に
て
安
寧
天
皇
片
塩
浮
穴
宮
所

カ
タ
シ
ホ
ウ
キ
ア
ナ
ノ
ミ
ヤ
コ

な
り
し
な
り
」
と
注
し
、
以
後
多
少
の
ブ
レ
は
あ
る
も
の

の
「
か
た
し
は
が
は
」（「
が
は
」
か
「
か
は
」
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
は
問
わ
な
い
こ
と
と
す
る
）
が
一
般
化
し
た
。
し
か
し
、
近
代

に
至
っ
て
も
、
土
屋
文
明
氏
『
私
注
』
が
、

足
羽
は
神
名
、
氏
名
、
地
名
で
続
紀
に
見
え
、
当
時
既
に
熟
し
て
ゐ
た
字
面
と
見
え
、
ア
ス
ハ
に
宛
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

カ
タ
ア
ス
ハ
ガ
ハ
の
訓
は
、
十
分
理
由
が
あ
る
と
言
へ
る
。（『
私
注
』）

と
、
述
べ
る
。
た
し
か
に
、『
和
名
抄
』
越
前
国
部
に
は
、

足
羽
郡
　
・
・
・
足
羽
　
　
（
巻
七
・
二
〇
ウ
）

と
見
え
、『
続
日
本
紀
』
に
は
、

越
前
国
足
羽
郡
（
天
平
神
護
元
年
〈
七
六
四
〉
三
月
十
六
日
、
他
）

足
羽
臣
眞
橋
（
宝
亀
二
年
〈
七
七
一
〉
八
月
二
十
日
、
他
）

足
羽
臣
黒
葛
（
宝
亀
八
年
〈
七
七
七
〉
一
月
十
日
、
他
）

と
あ
る
か
ら
、「
足
羽
」
の
文
字
列
に
対
し
て
「
ア
ス
ハ
」
と
い
う
訓
は
十
分
に
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
万
葉
集
に
載
る
防
人
歌
の
一
首

安
須

波
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に
は
、庭

中
の
　
阿
須
波
乃
可
美
尓

小
柴
さ
し
　
我
は
斎
は
む
　
帰
り
来
ま
で
に
（
20
・
四
三
五
〇
）

と
「
ア
ス
ハ
の
神
」
と
い
う
神
名
も
見
え
る
。
こ
の
「
ア
ス
ハ
の
神
」
は
、『
古
事
記
』
に
は
「
大
年
の
神
」
の
子
と
し
て
「
阿
須
波
神
」

と
見
え
る
し
、「
祈
年
祭
」
や
「
六
月
月
次
」
の
祝
詞
に
も
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
足
羽
」
と
い
う
文
字
列
か
ら
喚
起

さ
れ
る
訓
は
「
ア
ス
ハ
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
に
な
る
。

一
方
、「
片
足
羽
河
」
を
「
か
た
し
は
が
は
」
と
訓
む
立
場
か
ら
は
、「
か
た-

あ
し-

は-

か
は
」
の
「
か
た-

あ
し
」
の
部
分
に
存
在
す

る
「
ａ
」
の
母
音
連
続
を
忌
避
し
た
結
果
と
し
て
、「
か
た
し
は
が
は
」
を
主
張
す
る
。
母
音
連
続
を
忌
避
す
る
傾
向
は
や
ま
と
こ
と
ば

の
特
徴
で
あ
り
、
文
字
列
か
ら
こ
ち
ら
の
訓
を
避
け
る
必
然
性
も
見
つ
か
ら
な
い
。

ま
た
、
雄
略
紀
七
年
是
歳
条
の
、「
堅
磐
。
此
云
柯
陀
之
波
。」
と
い
う
訓
注
に
よ
り
「
堅
い
岩
」
を
「
か
た
し
は
」（「
堅
し
＋
岩
」

の
母
音
脱
落
だ
ろ
う
）
と
称
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
か
ら
「
か
た
し
は
か
は
」
＝
「
堅
磐
川
」
と
理
解
し
、
河
内
国
の
「
堅
上
」

「
堅
下
」
の
地
名
と
関
係
づ
け
る
む
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
澤
瀉
久
孝
氏
『
万
葉
集
注
釈
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
堅
磐
」
を
「
か
た

し
は
」
と
称
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
堅
上
」、「
堅
下
」
の
地
名
と
関
連
づ
け
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の

川
が
「
堅
磐
川
」
と
い
う
意
を
喚
起
す
る
川
名
だ
と
す
る
と
、
今
度
は
「
片
足
羽
河
」
と
母
音
脱
落
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
表

記
が
選
択
さ
れ
た
意
味
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

結
局
、「
足
羽
」
の
部
分
に
「
ア
ス
ハ
の
神
」
や
「
ア
ス
ハ
」
と
い
う
地
名
を
読
み
取
る
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
、
す
く
な
く

と
も
、「
足
羽
」
と
い
う
地
名
や
人
名
を
知
っ
て
い
る
人
間
が
「
片
足
羽
河
」
の
文
字
列
に
接
し
た
時
、「
カ
タ
ア
ス
ハ
」
と
訓
む
こ
と

は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
逆
に
当
該
部
を
「
カ
タ
シ
ハ
」
と
訓
む
に
足
る
積
極
的
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
あ
く
ま
で

も
論
理
の
軽
重
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
当
該
歌
に
描
か
れ
て
い
る
川
は
「
カ
タ
ア
ス
ハ
ガ
ハ
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
「
片
足
羽
河
」
に
は
丹
塗
り
の
橋
が
か
か
っ
て
い
た
と
歌
は
続
く
。
題
詞
に
「
大
橋
」
と
あ
る
以
上
、
赤
く
塗
ら
れ
た

大
き
な
橋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
橋
の
所
在
地
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
点
は
金
井
清
一
氏
『
万
葉
集
全
注
　
巻
第
九
』
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に
的
確
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
多
少

長
く
な
る
が
、
こ
れ
を
参
照
し
た
い
。

「
河
内
の
大
橋
」
は
、
大
和
の
平
城
京

と
難
波
宮
と
を
結
ぶ
政
治
的
重
要
性
を

持
っ
た
公
道
に
架
け
渡
さ
れ
た
中
国
風

の
本
格
的
な
橋
と
思
わ
れ
る
が
、
建
築

さ
れ
た
年
代
は
分
か
ら
な
い
。「
片
足
羽

川
」
が
ど
こ
か
と
い
う
問
題
と
か
ら
ん

で
橋
の
所
在
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、

次
の
三
説
に
要
約
さ
れ
る
。
一
（
引
用

者
注
―
Ａ
）
は
大
和
川
が
竜
田
山
の
鞍

部
を
越
え
て
西
流
し
、
今
の
国
分
東
条

こ
く
ぶ
ひ
が
ん
じ
ょ
う

町
と
柏
原

か
し
わ
ら

市
高
井
田
と
の
間
、
今
の
国

豊
橋
付
近
に
あ
っ
た
と
す
る
説
（
奥
野

建
治
『
万
葉
摂
河
泉
志
考
』
他
）、
二

（
引
用
者
注
―
Ｂ
）
は
今
の
羽
曳
野
市
古

市
、
碓
井
、
誉
田

こ
ん
だ

あ
た
り
の
東
を
流
れ

る
石
川
に
架
け
ら
れ
た
と
す
る
説
（
生

田
耕
一
『
万
葉
集
難
語
難
訓
攷
』
他
）、
三
（
引
用
者
注
―
Ｃ
）
は
今
の
柏
原
市
安
堂
付
近
の
西
を
西
北
流
す
る
旧
大
和
川
に
架
け

ら
れ
た
と
す
る
説
（
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
他
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
、
大
和
よ
り
難
波
宮
へ
の
公
道
に
架
か
る
と
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し
て
は
第
三
説
が
適
わ
し
く
、
そ
こ
は
ま
た
大
和
川
と
石
川
と
が
合
流
後
の

渡
河
地
点
と
な
る
た
め
橋
は
必
然
的
に
他
の
二
地
点
よ
り
は
大
き
な
橋
と
な

り
、
河
内
国
最
大
の
橋
と
し
て
「
河
内
大
橋
」
と
称
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
全
注
』
は
第
三
説
（
Ｃ
）
を
採
用
す
る
が
、
こ
れ
も
確
実
な
も
の
で
は
な

く
、
実
際
の
橋
の
位
置
を
比
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

先
に
掲
出
し
た
歌
碑
は
Ｃ
の
付
近
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
位
置
よ
り
も
な
お
重
要
な
こ
と
は
、
丹
塗
り
の
大
橋
で
あ
る

以
上
、
そ
の
橋
は
必
然
的
に
大
和
と
難
波
と
を
結
ぶ
官
道
に
架
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
河
内
国
を
代
表
す
る
大
橋
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
橋
を
渡
る
女
性
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）
紅
の
　
赤
裳
裾
引
き
　
山
藍
も
ち
　
摺
れ
る
衣
着
て

「
赤
裳
」
は
、
集
中
に
十
一
例
を
数
え
る
。
そ
し
て
、

ま
す
ら
を
は
　
み
狩
り
に
立
た
し
　
娘
子
ら
は
　
赤
裳
裾
引
く

清
き
浜
辺

を
（
６
・
一
〇
〇
一
）

に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
幸
に
付
き
従
う
宮
女
は
赤
裳
を
着
て
い
た
。
勿
論
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
当
該
歌
に
描
出
さ

れ
る
女
性
が
宮
女
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、「
山
藍

も
ち
　
摺
れ
る
衣
」
は
何
を
表
象
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歌
表
現
に
即
し
て
い
え
ば
、
赤
裳
と
山
藍
の
衣
と
は
赤
と
緑
の
美
し
い
対
照

を
見
せ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

国豊橋（Ａ付近）
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ま
た
、「
山
藍
」
は
、「
延
喜
式
縫
殿
寮
」
に

新
嘗
祭
小
斎
諸
司
青
摺
布
衫
三
百
十
二
領
〜
山
藍
五
十
四
圍
半
〜
中
宮
小
斎

人
青
摺
細
布
衫

九
領
〜
山
藍
十
五
圍

と
見
え
る
。「
山
藍
」
の
衣
は
、
新
嘗
祭
に
際
し
て
の
「
小
忌
衣
」
と
し
て
登
場

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
坂
本
信
幸
氏
「『
河
内
の
大
橋
を
独
り
去
く
娘
子
を

見
る
歌
』
に
つ
い
て
」
大
谷
女
子
大
学
国
文
二
八
号
・
一
九
九
八
年
三
月
、
他
）

こ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
の
は
、
当
該
歌
世
界
に
お
い
て
造
型
さ
れ
る
女
性
は
宮
女

で
あ
り
、
そ
の
宮
女
が
新
嘗
祭
な
ど
の
儀
式
に
し
か
着
用
し
な
い
は
ず
の
服
装
で

一
人
歩
く
姿
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
常
の
景
色
と
い
え
な
い
ば
か
り
か
、
実
際
に
そ

う
し
た
状
況
が
発
生
し
た
可
能
性
も
想
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
掲
坂
本
論
文

が
、

こ
の
娘
子
は
従
駕
の
宮
人
を
、
土
地
の
娘
子
の
ご
と
く
に
見
立
て
て
歌
っ
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
〜
中
略
〜
一
般
の
庶
女
の
そ
れ
で
は
な
く
、
専

門
的
な
舞
女
の
装
束
と
し
て
の
姿
か
、
或
い
は
宮
人
の
姿
を
重
ね
た
想
像
上

の
女
性
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
す
る
の
も
う
な
づ
け
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
複
雑
な
現
実
還
元
を
せ
ず
と
も
、
描
き
出
さ
れ
て
い
る
も
の
が
現
実
に
は
あ
り
え
な

い
宮
女
で
あ
る
と
い
う
点
で
留
め
お
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
重
要
な
の
は
、
当
該
歌
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
理
想
の
景
と
し

て
宮
女
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
解
釈
に
ブ
レ
は
あ
る
も
の
の
、
次
の
贈
答
か
ら
、
あ
い
ま
み
え
る
こ
と
の

叶
わ
な
い
、
神
に
仕
え
る
女
性
像
を
想
起
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

天
皇
の
　
神
の
御
門
を
　
恐

か
し
こ

み
と
　
さ
も
ら
ふ
時
に
　
逢
へ
る
君
か
も
（
11
・
二
五
〇
八
）

石川と飛鳥川の合流地点（Ｂ付近）
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ま
そ
鏡
　
見
と
も
言
は
め
や
　
玉
か
ぎ
る
　
磐い

は

垣か
き

淵ふ
ち

の
　
隠
り
た
る
妻

（
11
・
二
五
〇
九
）

当
該
歌
に
描
か
れ
る
女
性
に
は
、
一
般
の
男
性
官
人
に
と
っ
て
、
逢
お
う
に
も

逢
え
な
い
宮
女
を
想
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
た
だ
ひ
と
り
　
い
渡
ら
す
児
は
　
若
草
の
　
夫つ

ま

か
あ
る
ら
む
　
橿
の
実

の
　
ひ
と
り
か
寝
ら
む

こ
の
よ
う
に
し
て
造
型
さ
れ
て
き
た
橋
を
渡
る
女
性
は
、「
た
だ
ひ
と
り
」
橋

を
渡
る
。
そ
の
女
性
は
「
渡
ら
す
児
」
と
表
現
さ
れ
る
。
作
品
世
界
の
話
者
を
視

座
と
し
た
時
、
女
性
は
「
児
」
と
し
て
あ
る
。
そ
の
「
児
」
と
い
う
表
現
は

命
の
　
全
け
む
人
は
　
畳
薦
　
平
群
の
山
の
　
熊
白
檮

く

ま

か

し

が
葉
を
　
髻
華

う

づ

に
刺

せ
　
そ
の
児
（
記
三
一
）

の
よ
う
に
、
二
人
称
的
な
用
法
も
あ
れ
ば
、

海
原
を
　
遠
く
渡
り
て
　
年
経
と
も
　
児
ら
が
結
べ
る

紐
解
く
な
ゆ
め

（
20
・
四
三
三
四
）

の
よ
う
に
、
三
人
称
的
な
表
現
も
あ
り
、
に
わ
か
に
決
し
が
た
い
。

ま
た
、
続
く
「
若
草
の
　
夫つ

ま

か
あ
る
ら
む
　
橿
の
実
の
　
ひ
と
り
か
寝
ら
む
」
と
い
う
対
句
は
、
そ
の
女
性
の
配
偶
者
の
有
無
を
気

に
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。「
若
草
の
」
は
「
夫つ

ま

」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
り
、「
橿
の
実
の
」
は
「
ひ
と
り
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
（
橿

の
実
に
は
実
が
一
つ
し
か
入
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
か
か
る
）。
枕
詞
を
連
続
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
身
上
を
推
測
す
る 近鉄道明寺線鉄橋（Ｃ付近）
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こ
の
部
分
は
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
く
だ
り
は
、

吉
備
津
采
女
が
死
に
し
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
一
首
　
并
せ
て
短
歌

秋
山
の
　
し
た
へ
る
妹
　
な
よ
竹
の
　
と
を
よ
る
児
ら
は
　
い
か
さ
ま
に
　
思
ひ
居
れ
か
　
栲
縄

た
く
な
は

の
　
長
き
命
を
　
露
こ
そ
ば

朝
に
置
き
て
　
夕
に
は
　
消
ゆ
と
い
へ
　
霧
こ
そ
ば
　
夕
に
立
ち
て
　
朝
に
は
　
失
す
と
い
へ
　
梓
弓
　
音
聞
く
我
も
　
お
ほ
に

見
し
　
こ
と
悔
し
き
を
　
し
き
た
へ
の
　
手
枕
ま
き
て
　
剣
大
刀

つ
る
ぎ
た
ち

身
に
副そ

へ
寝
け
む
　
若
草
の
　
そ
の
夫
の
子
は
　
さ
ぶ
し
み

か
　
思
ひ
て
寝
ら
む
　
悔
し
み
か
　
思
ひ
恋
ふ
ら
む

時
な
ら
ず
　
過
ぎ
に
し
児
ら
が
　
朝
露
の
ご
と
　
夕
霧
の
ご
と
（
２
・
二

一
七
　
短
歌
略
）

の
表
現
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
柿
本
人
麻
呂
の
手
に
な
る
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」
は
天
皇
以
外
の
男
性

（
お
そ
ら
く
は
官
人
）
と
通
じ
て
し
ま
っ
た
采
女
の
自
殺
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」
は
伝
説
を
歌
の

素
材
と
し
た
極
め
て
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
伝
説
歌
を
多
く
作
り
伝
説
歌
人
と
ま
で
い
わ
れ
る
当
該
歌
の
作
者
、
高
橋
虫
麻
呂
が

影
響
を
受
け
て
い
る
と
し
て
も
不
自
然
な
点
は
な
い
。
実
際
の
表
現
を
見
て
も
「
児
」
と
い
う
呼
称
も
共
通
し
て
お
り
、
当
事
者
の
身

上
を
推
測
す
る
対
句
部
分
は
「
若
草
の
」
と
い
う
枕
詞
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
歌
い
方
は
共
通
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
歌
に
歌
わ
れ
る
女
性
は
、
や
は
り
理
想
的
な
宮
女
と
し
て
作
品
内
に
定
位
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
男
性
官
人
な
ら
ば
誰
し
も
が
立
ち
止
ま
り
振
り
返
っ
て
見
て
し
ま
い
そ
う
な
宮
女
が
、

儀
礼
の
際
に
身
に
つ
け
る
服
を
ま
と
い
、
た
っ
た
一
人
で
橋
を
渡
っ
て
行
く
情
景
を
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
現
実

の
景
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
中
西
進
氏
「
橋
上
の
女
―
高
橋
虫
麻
呂
（
四
）
―
」（
短
歌
三
十
巻
四
号
・
一
九
八
三
年
四
月
／
『
旅
に
棲
む

高
橋
虫
麻
呂
論
』
所
収
）
の
、「『
橋
の
上
を
歩
い
て
ゆ
く
女
』
な
ど
と
い
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
印
象
派
風
な
洋
画
を
思
い
出
し
こ
そ
す
れ
、

和
歌
的
で
は
な
い
。」
と
い
う
指
摘
は
、
そ
の
発
想
と
し
て
理
解
で
き
る
。

つ
ま
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（
五
）
問
は
ま
く
の
　
欲
し
き
我
妹
が
　
家
の
知
ら
な
く

長
歌
は
、
話
者
に
よ
る
女
性
へ
の
思
い
が
歌
わ
れ
、
閉
じ
ら
れ
る
。「
問
は
ま
く
の
　
欲
し
き
我
妹
」
は
「
問
い
た
い
我
妹
」
の
意
味

で
あ
る
が
、
単
に
質
問
し
た
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
妻
問
ひ
」
を
し
た
い
と
い
う
意
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
妻
問
ひ
」

し
よ
う
に
も
家
を
知
ら
な
い
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
該
歌
に
類
す
る
表
現
と
し
て
は
、

松
浦
な
る
　
玉
島
川
に
　
鮎
釣
る
と
　
立
た
せ
る
児
ら
が
　
家
道
知
ら
ず
も
（
５
・
八
五
六
）

を
、
一
応
は
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
応
と
い
う
の
は
、
こ
の
５
・
八
五
六
番
歌
で
は
「
児
」
の
家
に
行
こ
う
に
も
そ
の
家
ま
で
の

道
が
分
か
ら
な
い
と
歌
っ
て
お
り
、
背
後
に
は
「
だ
か
ら
家
ま
で
の
道
を
教
え
て
欲
し
い
。」
と
い
う
具
体
的
な
「
妻
問
ひ
」
の
意
を
含

み
持
つ
も
の
の
、
当
該
歌
に
あ
っ
て
は
、
声
を
掛
け
る
こ
と
も
な
く
、「
家
の
場
所
も
知
ら
な
い
」
と
歌
う
だ
け
で
あ
り
、
現
実
の
「
妻

問
ひ
」
を
全
く
包
含
し
な
い
。
そ
の
内
実
が
全
く
違
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
像
の
中
だ
け
に
「
妻
問
ひ
」
を
完
結
さ
せ
て
し
ま

う
よ
う
な
歌
は
他
に
は
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
や
は
り
描
き
出
さ
れ
た
女
性
は
理
想
の
景
と
し
て
の
女
性
で
あ
り
、
現
実
の
女

性
で
は
あ
り
得
ま
い
。
そ
の
理
想
の
景
と
し
て
の
女
性
を
当
該
歌
の
話
者
は
「
児
」
と
表
現
し
、「
我
妹
」
と
表
現
す
る
。
勿
論
「
我
妹
」

で
あ
れ
ば
「
家
の
知
ら
な
く
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
こ
こ
は
い
わ
ば
伝
説
の
主
人
公
に
対
し
て
話
者
が
二
人
称
的
に
呼

び
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
が
、
今
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。
伝
説
の
主
人
公
に
呼
び
か
け

る
時
、
そ
れ
が
二
人
称
と
な
る
こ
と
が
多
い
と
だ
け
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。（
１
）

結
局
、
長
歌
は
、
理
想
の
女
性
を
歌
表
現
の
上
に
立
ち
上
が
ら
せ
、
そ
の
女
性
に
対
し
て
、
二
人
称
で
呼
び
か
け
な
が
ら
も
、
具
体

的
な
「
妻
問
ひ
」
に
は
到
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
不
思
議
な
歌
で
あ
っ
た
。
今
、
詳
論
は
控
え
る
が
、
一
人
称
を
基
本
と
す
る
韻
文
と

三
人
称
を
基
本
と
す
る
散
文
の
ぎ
り
ぎ
り
の
せ
め
ぎ
合
い
の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
表
現
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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（
六
）
大
橋
の
　
頭つ

め

に
家
あ
ら
ば
　
心
悲
久
　
ひ
と
り
行
く
児
に
　
宿
貸
さ
ま
し
を

さ
て
、
反
歌
で
は
、
長
歌
の
末
尾
を
受
け
つ
つ
、
女
性
の
家
を
知
ら
な
い
か
わ
り
に
、
自
分
の
家
が
橋
の
た
も
と
（「
頭つ

め

」
は
現
在
で

も
「
橋
詰
」
の
形
で
残
っ
て
い
る
。「
橋
の
た
も
と
」
の
意
）
に
あ
れ
ば
、
そ
の
家
を
貸
そ
う
も
の
を
、
と
歌
う
。

歌
の
お
お
よ
そ
の
意
味
は
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
反
歌
の
第
三
句
「
心
悲
久
」
は
難
訓
で
あ
る
。
文
字
を
そ
の
ま
ま
に
「
こ
こ
ろ
か

な
し
く
」
と
訓
む
と
字
余
り
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
三
文
字
を
五
音
句
相
当
に
訓
む
の
は
難
し
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
見
る
と
、

こ
の
「
心
悲
久
」
に
つ
い
て
は
「
ま
か
な
し
く
」
と
「
こ
こ
ろ
い
た
く
」
と
の
間
で
訓
が
揺
れ
る
。
た
だ
し
、「
心
」
を
「
ま
」
と
訓
む

例
も
、「
悲
」
を
「
い
た
し
」
と
訓
む
例
も
見
出
せ
な
い
。「
心
悲
」
の
二
文
字
全
体
を
「
こ
こ
ろ
い
た
し
」
と
訓
む
一
種
の
義
訓
と
す

る
こ
と
も
可
能
だ
が
（
前
掲
坂
本
論
文
）、
こ
こ
は
訓
を
定
め
ず
、「
心
悲
し
く
」
と
い
う
意
味
だ
け
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
、
意
味
を
理
解
し
て
も
、
な
お
問
題
は
残
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
反
歌
に
つ
い
て
は
、

「
ま
か
な
し
く
」
は
作
者
の
心
境
で
あ
っ
て
、「
獨
行
く
子
」
の
心
境
で
は
な
い
。（『
注
釈
』）

私
に
悲
し
く
思
わ
れ
る
状
態
で
、
の
意
。
独
り
行
く
姿
が
作
者
の
目
に
悲
し
そ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。「
ま
愛
し
」
の
意
も
こ
も

る
か
。（『
釈
注
』）

と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
作
者
自
身
の
心
情
の
あ
ら
わ
れ
と
見
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
生
身
の
作
者
で
あ
る

高
橋
虫
麻
呂
と
作
品
の
語
り
手
（
話
者
）
と
を
無
前
提
に
同
一
視
し
た
理
解
の
結
果
で
し
か
な
い
。
一
度
生
身
の
作
者
と
話
者
と
を
切

り
離
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
当
該
歌
は
一
貫
し
て
、
歌
の
話
者
が
理
想
的
な
女
性
を
「
児
」「
我
妹
子
」
と
称
し
つ
つ
表
現
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
作
者
を
介
在
さ
せ
る
必
要
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
話
者
は
河
内
国
に
は
家
を
持
た
ず
（
お
そ
ら
く
は
都
の
官
人
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
）、
旅
先
で
幻
想
の
中
に
現
れ
た
橋
を
渡
り
行
く
美
女
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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（
七
）
橋
を
渡
る
宮
女

以
上
、
で
き
る
だ
け
表
現
そ
の
も
の
に
添
っ
た
形
で
作
品
を
読
ん
で
き
た
。
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
儀
礼
の
際
に
し

か
身
に
纏
う
こ
と
の
な
い
山
藍
の
衣
裳
に
身
を
包
ん
だ
理
想
的
な
宮
女
が
た
だ
一
人
で
橋
を
渡
っ
て
行
く
景
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
話

者
は
そ
の
宮
女
に
対
し
て
、「
妻
問
ひ
」
を
空
想
す
る
。
し
か
し
、
空
想
は
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
自
ら
の
家
が
橋
詰
に
あ
る
こ
と
を
も
想

像
し
つ
つ
歌
は
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
く
る
と
、
宮
女
の
渡
り
行
く
橋
が
話
者
の
空
想
を
導
く
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
歌
世
界
に
あ
っ
て
「
橋
」
は
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
身

壽
氏
「「
明
日
香
皇

女
挽
歌
試
論
―
そ
の
表
現
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
文
学
語
学
九
十
三
号
・
一
九
八
二
年
六
月
）
は
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
（
２
・
一
九

六
〜
一
九
八
）
に
、

飛
ぶ
鳥
の
　
明
日
香
の
川
の
　
上
つ
瀬
に
　
石
橋
渡
し
　
下
つ
瀬
に
　
打
橋
渡
す
　
石
橋
に
　
生
ひ
な
び
け
る
　
玉
藻
も
ぞ
　
絶

ゆ
れ
ば
生
ふ
る
　
打
橋
に
　
生
ひ
を
を
れ
る
　
川
藻
も
ぞ
　
枯
る
れ
ば
生
ゆ
る
〜
（
２
・
一
九
六
、
注
略
）

と
歌
わ
れ
る
「
橋
」
に
つ
い
て
、

石
橋
・
打
橋
を
と
り
あ
げ
て
の
冒
頭
の
表
現
が
男
女
の
交
情
の
雰
囲
気
を
こ
の
挽
歌
全
体
に
た
だ
よ
わ
せ
る
効
果
を
も
つ
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

と
、「
橋
」
が
男
女
の
交
情
を
示
す
機
能
を
持
つ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
升
田
淑
子
氏
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
考
」（
昭
和
女
子
大
学
学
苑

五
四
一
号
・
一
九
八
五
年
一
月
）
は
「
橋
」
が
七
夕
歌
に
よ
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
七
夕
伝
説
で
あ
る
以
上
、「
橋
」
が

登
場
す
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
（
中
国
の
七
夕
伝
説
で
は
七
月
七
日
の
夜
に
鵲
橋
を
か
け
て
、
そ
こ
で
逢
会
が
果
た
さ
れ
る
形
の
も

の
が
あ
る
）、
そ
れ
で
も
な
お
、「
橋
」
が
男
女
の
仲
を
結
ぶ
役
割
を
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
集
中
の
「
橋
」
を

見
る
と
、
全
四
十
一
例
（
枕
詞
の
用
例
な
ど
も
含
む
）。
こ
の
中
に
は
、
前
掲
二
論
文
が
指
摘
し
た
も
の
の
他
に
も
、
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梯
立
の
　
倉
椅
川
の
　
石
の
橋
は
も
　
男
盛
り
に
　
我
が
渡
し
て
し
　
石
の
橋
は
も
（
７
・
一
二
八
三
）

の
よ
う
に
、
恋
愛
経
験
の
象
徴
と
し
て
女
性
の
も
と
へ
と
通
っ
た
橋
を
歌
う
も
の
や
、

う
つ
せ
み
の
　
人
目
を
繁
み
　
石
橋
の
　
間
近
き
君
に
　
恋
ひ
渡
る
か
も
（
４
・
五
九
七
）

と
、「
間
近
き
」
を
引
き
起
こ
す
譬
喩
の
序
詞
と
し
て
「
石
橋
」（
石
を
並
べ
て
橋
の
か
わ
り
に
し
た
も
の
）
を
使
用
す
る
例
、
ま
た
、

背
の
山
に
　
直
に
向
か
へ
る
　
妹
の
山
　
事
許
せ
や
も
　
打
橋
渡
す
（
７
・
一
一
九
三
）

と
、「
背
の
山
」
と
「
妹
の
山
」
と
の
間
に
橋
が
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
二
つ
の
山
の
恋
愛
を
背
景
に
し
て
歌
う
例
も
あ
る
。
こ

う
し
た
歌
々
を
見
る
と
、
や
は
り
「
橋
」
は
男
女
の
間
を
結
ぶ
歌
表
現
の
一
角
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

で
は
、「
橋
」
が
こ
う
し
た
機
能
を
持
つ
理
由
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
橋
」
は
、
川
に

よ
っ
て
遮
絶
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
共
同
体
を
結
ぶ
機
能
を
果
た
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
逆
に
二
つ
の
共
同
体
の
境
界
を
形
成
す
る
一
面

を
持
つ
。
つ
ま
り
、「
橋
」
は
二
つ
の
共
同
体
に
対
し
て
、
接
触
と
隔
絶
の
二
つ
の
矛
盾
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

接
触
と
隔
絶
の
機
能
が
男
女
の
恋
愛
と
相
似
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
こ
う
し
た
想
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

一
人
き
り
で
「
橋
」
を
渡
り
行
く
女
性
は
そ
う
し
た
恋
愛
の
隔
絶
と
接
触
を
併
せ
持
っ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。「
橋
」
を
渡
る
例
で
は
な
い
が
、

人
言
を
　
繁
み
言
痛
み
　
己
が
世
に
　
い
ま
だ
渡
ら
ぬ
　
朝
川
渡
る
（
２
・
一
一
六
）

は
、
恋
愛
の
た
め
に
渡
っ
た
こ
と
の
な
い
川
を
渡
る
女
性
の
姿
を
映
し
出
し
て
い
る
。
当
該
歌
の
話
者
が
、「
妻
問
ひ
」
や
自
ら
の
家
の

存
在
ま
で
空
想
す
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
「
橋
」
の
持
つ
隔
絶
と
接
触
の
両
義
性
（am

biguity

）
を
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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（
八
）
む
す
び

当
時
の
世
界
中
心
で
あ
る
平
城
京
に
と
っ
て
、
そ
の
西
方
最
初
の
海
で
あ
る
大
阪
湾
は
大
陸
文
化
の
上
陸
地
で
も
あ
っ
た
。
当
該
歌

に
歌
わ
れ
た
河
内
大
橋
は
、
そ
う
し
た
世
界
の
中
心
と
大
陸
文
化
と
を
隔
絶
し
接
触
さ
せ
る
橋
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
ど
れ
ほ
ど
多
く

の
大
陸
文
化
が
河
内
大
橋
を
渡
り
平
城
京
へ
と
向
か
い
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
官
人
た
ち
が
難
波
宮
を
目
指
し
て
河
内
大
橋
を
越
え
た
こ

と
だ
ろ
う
か
。
そ
の
官
人
の
一
人
の
空
想
が
平
城
京
に
い
る
は
ず
の
宮
女
に
橋
を
渡
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

河
内
大
橋
の
位
置
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
大
和
川
と
石
川
と
の
合
流
点
に
佇
み
、
官
人
の
空
想
に
付
き
合
っ
て
み
る
の

も
悪
く
な
い
だ
ろ
う
。

注（
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』（
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。


