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早
歌
に
は
そ
の
多
く
作
詞
者
と
作
曲
者
名
が
残

さ
れ
て
い
る
。
撰
要
目
録
な
ど
に
よ
っ
て
我
々
は

そ
れ
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
残
念
な
こ

と
に
、
そ
の
人
名
を
具
体
的
に
は
っ
き
り
さ
せ
る

た
め
に
は
長
い
空
白
な
時
間
が
た
ち
す
ぎ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
作
者
名
が
わ
か
る
と
い
う

こ
と
は
早
歌
の
性
格
や
環
境
を
暗
示
し
て
い
る
こ

と
が
ら
の
一
つ
で
あ
り
、
同
時
に
中
世
歌
謡
の
一

環
と
し
て
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
半
分
ほ

の
め
か
さ
れ
た
基
礎
的
問
題
点
は
、
そ
れ
の
み
に

と
ど
ま
ら
ず
、
波
紋
を
な
し
て
連
鎖
的
に
難
し
い

Ｄ
Ｃ
○

し
こ
り
を
各
所
に
残
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
作

者
・
成
立
考
は
一
つ
の
研
究
部
門
と
な
り
得
る
で

あ
ろ
う
し
、
解
明
の
方
法
と
し
て
、
国
文
学
の
級

密
な
姿
勢
を
も
と
に
、
文
献
学
的
・
歴
史
学
的
な

照
明
が
多
く
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
あ
ら

た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

書
評
外
村
久
江
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歌
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』

書
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ll 大
和
田
建
樹
編
「
日
本
歌
謡
類
聚
ｒ
ｌ
上
巻
、
吉

田
東
伍
・
野
村
八
良
共
著
『
宴
曲
全
集
』
な
ど
を

は
じ
め
と
し
て
〃
当
道
の
郵
曲
″
に
ま
み
え
、
そ

の
重
要
性
を
知
ら
さ
れ
て
以
来
、
高
野
辰
之
・
藤

田
徳
太
郎
氏
な
ど
の
多
く
の
研
究
者
の
考
察
が
加

え
ら
れ
て
は
き
た
。
当
然
、
作
者
撰
者
に
つ
い
て

あ
る
程
度
ま
で
は
論
考
さ
れ
て
き
た
が
、
結
局
中

断
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
早
歌
が
鎌
倉
期
・
室
町
期
、
そ
し
て
さ
ら
に
下

っ
た
時
代
に
お
い
て
も
、
ど
う
い
う
「
場
」
で
、

ど
の
よ
う
に
伝
承
享
受
さ
れ
た
か
も
詳
し
く
知
ら

れ
な
か
っ
た
。

さ
て
、
そ
の
面
か
ら
注
目
さ
れ
る
も
の
に
外
村

久
江
氏
の
長
年
の
御
研
究
が
あ
り
、
作
者
・
撰
者

考
と
早
歌
享
受
の
諸
相
の
究
明
が
一
つ
に
ま
と
め

ら
れ
て
最
近
上
梓
さ
れ
た
。
こ
の
「
早
歌
の
研

究
』
が
そ
れ
で
あ
り
、
氏
の
研
究
の
中
核
を
物
語

っ
て
い
る
。
一
覧
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
歴
史
学

的
態
度
を
基
に
さ
れ
、
そ
の
上
に
文
献
を
自
由
に

駆
使
さ
れ
て
お
り
、
事
実
、
文
学
と
し
て
の
歌
謡

研
究
の
上
に
多
く
の
意
味
を
な
げ
か
け
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
又
｝
↑
う
い
う
よ
う
に
、

諸
面
で
比
較
的
明
確
な
も
の
を
引
き
出
し
う
る
歌

謡
の
存
在
に
か
え
っ
て
多
様
な
お
も
し
ろ
さ
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
宴
曲
と
は
何

か
」
と
い
う
問
題
に
た
ち
い
る
一
つ
の
、
そ
し
て

確
実
な
指
標
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
わ
ず
か
の
紙
幅
を
い
た
だ
い
て
、
紹
介
に

も
た
ら
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
が
、
お
お
よ
そ
私

に
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
た
点
だ
け
掻
い
摘
ま
ん
で

お
き
た
い
と
お
も
う
。
私
の
こ
の
粗
略
な
紹
介
で

は
概
要
に
す
ら
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

第
一
篇
は
「
早
歌
の
撰
者
・
作
者
と
そ
の
文
化

圏
」
で
あ
り
、
序
章
に
つ
づ
き
各
章
の
論
題
は

第
一
章
、
早
歌
の
撰
者
並
び
に
作
者
と
し
て
の

明
空

第
二
章
、
早
歌
の
成
立
と
金
沢
氏

第
三
章
、
早
歌
の
流
行
と
鎌
倉
の
武
士
た
ち

．
（
一
、
左
金
吾
春
朝
。
二
、
因
州
戸
部
二

千
石
行
時
・
附
「
永
福
寺
勝
景
」
「
同
卿

丼
」
。
三
、
左
金
吾
藤
原
宗
光
。
四
、
藤
原

助
員
・
藤
原
親
光
・
平
義
定
。
・
五
、
武
士

社
会
に
於
け
る
早
歌
の
盛
行
・
）

第
四
章
、
作
者
と
し
て
の
「
藤
三
品
」

第
五
章
、
早
歌
の
撰
者
並
び
に
作
者
と
し
て
の

月
江
（
一
、
撰
者
と
し
て
の
月
江
。
二
、

四
三

I



一

・
作
者
と
し
て
の
月
江
。
三
、
建
長
寺
並
び

に
円
覚
寺
の
作
詞
に
つ
い
て
。
）

第
六
章
、
作
者
「
或
女
房
」
は
阿
仏
尼
か

・
第
七
章
、
早
歌
の
作
者
と
そ
の
社
交
圏
Ｉ
早
歌

は
鎌
倉
幕
府
下
に
成
立
し
た
か
Ｉ
。

第
八
章
、
早
歌
と
寺
社
ｌ
早
歌
は
ど
う
し
て

鎌
倉
幕
府
下
に
成
立
し
た
か
。

で
あ
る
。
第
二
篇
は
「
早
歌
享
受
の
諸
相
と
そ
の

伝
流
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
は
早
歌
の
実
体
と
そ
の

背
景
、
他
芸
能
と
の
関
係
、
及
び
伝
本
な
ど
に
つ

い
て
考
察
さ
れ
て
い
て
、
興
味
あ
る
部
分
で
あ
る
。

各
章
の
題
目
を
列
挙
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
で

↑
め
子
○
Ｏ

第
一
章
、
早
歌
の
伝
流
ｌ
特
に
口
阿
を
中
心

と
し
て
。

第
二
章
、
早
歌
唱
詠
の
実
際
に
つ
い
て
。

第
三
章
、
郭
律
講
式
と
し
て
の
早
歌
。

第
四
章
、
早
歌
の
享
受
層
に
っ
‐
い
て
。

第
五
章
、
鎌
倉
地
方
の
猿
楽
。

第
六
章
、
白
拍
子
の
歌
謡
と
早
歌
。

第
七
章
、
早
歌
と
曲
舞
・
能
楽
と
の
関
係
。

第
八
章
、
早
歌
十
六
冊
伝
本
の
研
究
。
（
こ
れ
は

六
項
目
か
ら
成
り
、
未
発
表
の
も
の
・
）

そ
し
て
最
後
に
書
物
全
体
を
し
め
く
く
っ
て
の

「
結
語
一
が
あ
る
。

第
一
篇
で
は
「
撰
要
目
録
」
に
出
て
く
る
撰
者
・

作
者
に
つ
い
て
、
何
時
の
何
処
の
誰
で
あ
る
か
を

古
文
書
の
捜
査
か
ら
推
定
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
と

論
旨
の
進
展
過
程
は
す
こ
ぶ
る
明
瞭
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
早
歌
の
作
者
・
撰
者
・
作

曲
者
等
の
う
ち
、
わ
ず
か
の
人
を
の
こ
し
て
、
一

応
手
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
特
に
明
空
に

つ
い
て
は
、
具
体
的
な
面
と
と
も
に
、
そ
の
環
境

に
つ
い
て
も
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
が
多
灸
あ
っ
て
、

氏
は
先
学
の
説
ｌ
特
に
『
宴
曲
全
集
』
以
来
か

か
げ
ら
れ
る
「
応
仁
略
記
」
の
〃
明
空
郵
曲
の
秘

譜
を
製
創
し
、
鎌
倉
極
楽
寺
良
観
上
人
が
五
段
講

式
音
楽
と
し
て
実
用
化
し
た
〃
と
の
記
述
ｌ
を

か
か
げ
ら
れ
た
後
、
そ
れ
を
参
考
に
さ
れ
「
明
空

を
応
仁
略
記
の
語
る
如
く
極
楽
寺
開
山
良
観
房
忍

性
と
関
係
の
深
い
人
物
で
、
鎌
倉
文
化
圏
内
の
人
」

に
絞
り
、
「
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
人
物
な
ら
ば
良

観
房
忍
性
が
招
じ
て
第
一
代
に
妙
性
房
審
海
を
据

え
た
金
沢
称
名
寺
と
も
何
等
か
の
関
係
が
あ
り
は

し
な
か
っ
た
か
と
考
え
、
古
文
書
を
探
し
た
所
、

明
空
な
る
人
物
の
記
載
が
三
箇
所
発
見
出
来
た
」

四
四

と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
灌
頂
役
者
交
名
』
「
某

作
善
目
録
」
「
岩
口
村
内
河
検
見
取
帳
」
と
い
う
、

私
な
ど
に
と
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
め
ず
ら
し
い
資

料
中
の
〃
明
空
″
を
指
摘
さ
れ
、
本
文
紹
介
と
年

代
の
上
で
吟
味
を
加
え
ら
れ
た
結
果
、
「
鎌
倉
極

楽
寺
又
は
三
村
寺
と
何
ら
か
の
関
連
に
あ
る
明
空

と
い
う
僧
侶
が
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
し
か
も
時

代
的
に
早
歌
の
作
者
と
重
な
っ
て
い
る
事
を
知
り

得
た
」
（
以
上
妬
・
ヘ
ー
ジ
ー
弘
・
ヘ
ー
ジ
）
と
結
ば
れ

た
。
さ
ら
に
金
沢
文
庫
に
あ
る
早
歌
の
断
片
（
拾

菓
集
上
「
金
谷
思
」
の
一
部
に
あ
た
る
）
を
載
せ
ら
れ
、

早
歌
に
多
く
題
材
と
な
っ
て
い
る
源
氏
物
語
を
は

じ
め
と
す
る
古
典
の
写
本
や
そ
の
貸
借
書
状
の
金

沢
文
庫
に
散
見
し
て
い
る
こ
と
も
参
考
に
し
「
そ

う
い
っ
た
北
条
金
沢
氏
を
中
心
と
す
る
鎌
倉
文
化

圏
の
中
に
早
歌
の
大
成
者
の
出
た
こ
と
も
偶
然
で

は
な
い
」
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
人
物
考
の
中
で

も
ま
ず
第
一
番
に
お
か
れ
る
、
へ
き
重
要
な
も
の
で

あ
ろ
う
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
以
上
確
実
性
を

も
つ
明
空
の
比
定
者
は
う
か
ば
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

「
個
々
の
人
々
の
時
代
や
経
歴
・
身
分
は
勿
論
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
属
し
た
社
会
並
び
に

文
化
圏
と
い
う
も
の
が
充
分
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
」
と
序
章
に
も
あ
る
よ
う
に
、
明
空
を

通
じ
て
鎌
倉
文
化
圏
に
芽
ば
え
広
が
っ
た
武
士
層

の
歌
謡
と
し
て
の
早
歌
の
性
格
が
あ
か
る
み
に
出

て
ゆ
く
点
も
う
か
が
え
る
。

も
う
一
人
の
中
心
的
人
物
と
さ
れ
る
月
江
に
つ

い
て
も
、
我
灸
は
明
空
と
同
一
人
説
、
別
人
説
の

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
外
村
氏
は
同
一
人

説
を
資
料
の
上
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
（
岬
へ
Ｉ

ジ
ー
岬
ヘ
ー
ジ
）
。
こ
の
点
、
問
題
は
多
く
の
こ
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
月
江
の
作
品
は
一
覧
し
て

も
知
ら
れ
る
よ
う
に
鎌
倉
や
そ
の
周
辺
の
寺
社
・

風
景
を
歌
っ
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
建
長

寺
関
係
で
は
「
得
月
宝
池
阿
」
（
拾
菓
抄
）
と
「
巨

山
龍
峯
讃
」
（
別
紙
追
加
曲
）
の
二
つ
が
「
現
実
の
実

況
を
把
握
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
歌

に
よ
み
こ
ま
れ
て
い
る
事
物
と
、
当
寺
の
実
際
の

記
録
や
史
料
と
対
照
さ
せ
て
み
て
、
当
時
と
し
て

は
実
景
に
即
し
て
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推

量
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
新
興
階
級
の
新
鮮
な
感

覚
と
、
ト
ピ
ッ
ク
的
内
容
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
、
故
事
成
語
を
連
ね
、
歴

史
的
な
由
来
や
、
伝
説
文
学
の
引
用
が
主
軸
を
な

し
て
い
る
点
に
、
過
去
の
貴
族
文
化
を
摂
取
す
る

書
評
外
村
久
江
著
『
早
歌
の
研
究
』

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
事
は

認
め
る
が
、
し
か
し
単
な
る
懐
古
趣
味
に
堕
す
る

こ
と
な
く
、
新
し
い
動
き
に
関
心
を
持
ち
、
求
め
且

つ
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
」
価

・
ヘ
ー
ジ
）
と
あ
り
、
又
円
覚
寺
関
係
の
「
鹿
山
景
」
（
玉

林
苑
上
）
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
そ
の
当
時
と
し
て

は
目
新
し
い
面
を
つ
か
ん
で
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
さ
れ
る
。
宴
曲
と
い
う
も
の
に
、
歌
謡
の
特

性
で
も
あ
る
当
時
性
、
時
代
性
と
い
う
点
を
具
体

的
に
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。

し
か
も
そ
こ
に
は
宴
曲
の
独
自
性
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
私
は
あ
る
い
は
貴
族
文
学
の
中
世
的

芽
生
え
で
あ
り
、
又
屈
折
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
一

面
も
今
後
詞
章
の
上
で
具
体
的
に
照
射
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、

早
歌
の
中
に
あ
る
和
歌
や
故
事
成
語
の
一
句
は
、

他
の
新
し
い
要
素
と
組
み
合
っ
て
、
当
時
の
社
会

で
、
し
か
も
具
体
的
な
そ
の
場
に
お
い
て
、
単
一

な
印
象
に
の
み
お
わ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要

す
る
に
早
歌
の
地
盤
は
鎌
倉
文
化
圏
に
あ
っ
た
と

さ
れ
、
そ
の
上
に
立
っ
て
こ
の
歌
謡
の
性
格
を
明

ら
め
ん
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
「
能
楽
の
先
駆

と
な
る
べ
き
萠
芽
的
存
在
」
と
し
て
の
早
歌
の
研r

’ 究
が
ま
ず
こ
こ
か
ら
は
じ
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

当
時
、
最
も
謄
炎
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
「
花
」

の
作
者
ｌ
藤
三
品
の
比
定
者
藤
原
の
広
範
に

つ
い
て
も
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
彼
の
三
作
が

「
祝
言
で
結
ん
で
い
る
と
い
う
事
は
や
は
り
彼

の
作
品
の
特
色
と
い
っ
て
よ
い
事
で
あ
ろ
う
」

（
妬
。
ヘ
ー
ジ
）
と
さ
れ
る
の
は
早
歌
全
体
の
性
格

か
ら
し
て
、
特
に
こ
こ
だ
け
に
強
調
す
べ
き
こ
と

で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
も
す
る
が
、
南
家
貞
嗣
流

の
家
系
が
多
く
文
筆
に
す
ぐ
れ
た
人
物
を
生
ん
で

い
て
、
彼
の
父
の
代
よ
り
鎌
倉
幕
府
に
関
係
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
、
明
空
の
場
合
に
照
し
合
せ
て

興
味
が
あ
る
。
し
か
も
彼
が
も
と
も
と
公
家
で
あ

る
が
、
代
表
的
宴
曲
を
作
っ
た
点
に
つ
い
て
、
氏

は
彼
が
お
か
れ
た
環
境
の
点
に
及
ん
で
次
の
よ
う

に
結
ば
れ
て
い
る
の
は
傾
聴
さ
れ
る
ゞ
へ
き
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
「
何
百
年
の
伝
統
の
下
に
専
門
化

さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
家
業
を
守
っ
て
い
る
京
都
の

公
卿
社
会
の
如
き
土
壌
に
は
、
早
歌
の
よ
う
な
新

し
い
形
の
も
の
が
芽
ば
え
成
長
す
る
こ
と
は
困
難

で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
い
う
社
会
か
ら
離
れ
て
、

一
面
細
分
さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
拘
束
さ

四
五
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屯

れ
ず
自
由
で
あ
る
が
、
他
面
〃
故
郷
隔
而
十
万
里
、

中
腸
空
断
″
（
藤
茂
範
奏
状
）
と
い
っ
た
郷
愁
に
か

ら
れ
る
よ
う
な
環
境
が
早
歌
の
あ
の
よ
う
な
内
容

形
式
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
」
（
ｗ

・
ヘ
ー
ジ
）
・
私
な
ど
も
う
少
し
詳
し
い
説
明
を
聞
き

た
い
気
持
で
あ
る
が
、
事
実
、
中
世
歌
謡
に
も
地

方
と
中
央
（
京
都
）
と
い
う
点
に
多
く
の
問
題
点

が
あ
っ
て
、
早
歌
に
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う

と
私
も
愚
考
し
て
い
る
。
同
じ
く
第
一
篇
の
六
章

で
は
「
源
氏
恋
」
「
源
氏
」
二
曲
の
作
者
で
あ
る

〃
或
女
房
″
を
阿
仏
尼
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論

を
た
て
て
お
ら
れ
る
。
氏
も
書
き
添
え
ら
れ
る
よ

う
に
疑
問
点
が
な
い
で
も
な
い
が
、
こ
の
比
定
は

早
歌
の
中
世
文
学
史
上
に
お
け
る
位
置
と
い
う
面

で
も
興
味
が
も
た
れ
る
。
こ
れ
も
前
述
の
中
央
文

化
と
地
方
文
化
の
関
連
の
実
際
を
知
る
一
端
で
は

あ
ろ
う
。
や
や
も
す
る
と
漠
然
と
せ
ざ
る
を
え
な

い
歌
謡
の
世
界
で
、
阿
仏
尼
が
早
歌
創
始
へ
の
示

唆
と
協
力
の
機
会
を
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ

れ
は
早
歌
と
い
う
も
の
の
新
し
い
意
味
を
我
女
に

想
像
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

其
の
他
〃
左
金
吾
春
朝
″
〃
因
州
戸
部
二
千
石

行
時
″
〃
左
金
吾
藤
原
宗
光
″
〃
藤
原
助
員
″
〃
藤

原
親
光
″
〃
平
義
定
″
に
つ
い
て
も
考
察
を
進
め
、

そ
れ
に
相
当
す
る
人
物
を
推
定
、
す
ゞ
へ
て
鎌
倉
幕

府
下
の
武
士
層
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
第
三
章
）
。
こ
の
よ
う
に
、
歌
謡
の
作
曲
者
と
し
て

武
士
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
の
、
へ
ら
れ
た
あ
と

「
早
歌
の
成
立
期
は
北
条
氏
の
権
力
が
増
大
し
そ

の
被
官
等
も
地
位
を
高
め
た
鎌
倉
時
代
末
期
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
反
映
し
て
御
家
人
と
並
ん
で

堂
々
作
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
鎌

倉
幕
府
上
層
武
士
が
本
来
の
乱
舞
宴
酔
と
い
っ
た

無
礼
講
ば
か
り
で
は
な
く
、
幕
府
に
於
て
半
ば
儀

式
に
近
い
宴
を
多
く
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
、

そ
の
習
慣
が
幕
府
以
外
の
武
士
間
の
交
遊
圏
に
も

浸
潤
し
て
く
る
、
そ
う
い
っ
た
環
境
に
醸
成
せ
ら

れ
て
結
晶
さ
れ
た
も
の
が
こ
の
早
歌
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
万
・
ヘ
ー

ジ
）
と
あ
り
、
ま
た
「
幕
府
の
御
家
人
中
で
も
特

に
将
軍
に
近
接
し
た
家
の
人
食
に
こ
の
早
歌
の
作

者
が
多
く
見
ら
れ
、
特
に
こ
の
中
の
、
武
士
の
場

合
は
作
曲
者
が
大
部
分
で
あ
る
。
以
上
の
事
は
代

炎
の
将
軍
の
管
絃
・
郭
曲
の
奨
励
と
深
い
関
連
が

あ
り
は
し
な
い
か
と
推
察
せ
し
め
ら
れ
る
。
」
鰯

．
ヘ
ー
ジ
）
と
も
書
か
れ
て
い
て
、
早
歌
の
題
材
と

、

四
六

な
る
寺
社
も
や
は
り
鎌
倉
と
色
々
な
意
味
で
結
び

つ
き
得
る
も
の
で
、
歌
謡
と
し
て
十
分
に
消
化
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
第
一
篇
第
八
章
）

今
様
的
性
格
で
も
な
く
、
又
田
植
草
紙
的
な
場

に
芽
生
え
た
も
の
で
も
な
く
、
早
歌
に
は
、
か
く

の
如
く
比
較
的
基
礎
的
な
も
の
が
明
く
な
る
可
能

性
が
あ
っ
た
。
氏
が
た
び
た
び
「
事
実
の
記
録
で

は
な
い
が
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
文
学
作
品
の
一

部
を
例
証
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
つ
ま
り
、

事
実
の
記
録
に
も
と
づ
く
態
度
が
十
分
に
生
き
る

研
究
部
門
な
の
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
の
豊
か
な
実

証
の
よ
ろ
こ
び
が
伝
わ
る
の
は
、
ひ
と
り
私
ば
か

り
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
そ
の
上
に
文
学
と
し
て

、
の
、
各
人
の
作
品
に
お
け
る
微
妙
な
相
違
点
の
分

析
、
又
出
来
う
る
な
ら
ば
そ
の
背
景
の
広
い
意
味

の
民
俗
的
諸
面
に
お
い
て
も
、
問
題
は
発
展
し
て

ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
書
物
に
述
べ

ら
れ
た
よ
う
に
、
考
証
研
究
の
ま
ず
大
切
な
よ
う

な
、
歌
謡
の
世
界
で
は
一
種
独
自
な
雰
囲
気
で
さ

え
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
右
述
し
た
よ

う
に
い
ろ
い
ろ
な
面
で
、
早
歌
の
世
界
に
は
ま
だ

何
か
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、
換
言
す
れ
ば
ま
だ

ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

何
か
ほ
ぐ
れ
き
ら
な
い
も
の
が
潜
ん
で
い
る
で
あ



ろ
う
か
と
い
う
密
か
な
期
待
が
今
後
発
展
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
具
体
的
な
把
握
が

必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、

我
灸
は
こ
の
研
究
を
大
切
な
地
盤
と
し
て
、
そ
の

上
で
歴
史
文
献
で
わ
り
き
れ
な
い
も
の
を
も
っ
と

多
く
の
面
か
ら
着
実
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
第
二
篇
の
諸
研
究
も
注
目
さ
れ
る
。
作

者
・
撰
者
考
と
並
行
し
て
、
早
歌
の
実
体
ｌ
い

か
に
盛
行
し
伝
承
し
享
受
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
場

で
歌
わ
れ
た
か
ｌ
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

第
二
章
は
早
歌
唱
詠
の
実
際
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、

早
歌
の
歌
わ
れ
た
場
と
曲
目
を
資
料
の
ゆ
る
す
か

ぎ
り
に
お
い
て
推
定
さ
れ
て
い
る
。

合
邦
律
講
と
し
て
興
行
さ
れ
る
も
の
。

㈲
室
町
将
軍
の
式
楽
的
存
在
と
し
て
。

白
武
士
・
公
家
・
僧
侶
の
種
々
の
催
し
物
に
興

を
添
え
る
も
の
ｂ

の
如
く
、
三
つ
の
場
合
に
分
け
ら
れ
、
例
え
ば
目

で
は
「
祇
園
執
行
日
記
」
に
の
る
康
永
二
年
九
月

十
三
日
、
四
条
道
場
に
お
い
て
、
管
絃
者
数
人
と

早
歌
衆
と
し
て
神
保
入
道
・
三
島
高
阿
弥
・
・
慈
阿

弥
等
の
人
盈
が
参
集
し
て
行
わ
れ
た
も
の
な
ど
四

書
評
外
村
久
江
著
『
早
歌
の
研
究
』

h

例
を
掲
げ
ら
れ
て
抄
る
。
㈲
や
目
に
つ
い
て
も
同

様
、
公
家
の
日
記
等
か
ら
確
実
な
例
を
引
き
、
さ

ら
に
そ
れ
ら
の
場
で
実
際
如
何
な
る
歌
が
う
た
わ

れ
た
か
を
見
て
お
ら
れ
る
。
曲
目
ま
で
わ
か
る
の

は
、
右
の
㈲
・
目
の
場
合
の
こ
と
で
、

間
観
応
三
年
Ｉ
正
平
七
年
（
一
三
五
三
仁
平

寺
の
延
年
で
「
心
」
が
歌
わ
れ
た
。

⑧
応
永
十
五
年
（
一
四
○
八
）
三
月
二
十
四
日

の
北
山
殿
で
「
花
亭
祝
言
」
「
花
」
「
不
老
不

死
」
「
遊
宴
」
「
法
華
」
「
神
祇
」
が
歌
わ
れ
た
。

⑥
応
永
二
十
四
年
（
一
四
一
七
）
十
月
三
日
と

同
二
十
九
年
（
一
四
二
二
）
三
月
七
日
に
後

崇
光
院
が
「
神
祇
」
「
暁
別
」
「
花
」
を
練
習

な
さ
っ
た
。

を
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
わ
ず
か
な
実
例
は
、
そ

の
時
代
に
お
け
る
早
歌
の
実
体
を
知
る
上
で
参
考

に
な
る
。
そ
の
上
に
、
ご
ま
点
の
ハ
カ
セ
や
拍
子
の

印
、
音
階
の
書
き
こ
み
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
実

景
の
想
像
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
困
難
で
は
な

い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
た
だ
こ
う
い
っ
た
上

層
部
の
あ
る
い
は
儀
式
的
な
場
に
お
け
る
も
の
以

外
に
も
目
は
む
け
ら
れ
る
。
氏
も
か
か
げ
ら
れ
た

よ
う
に
「
閑
吟
集
」
中
の
早
歌
の
断
片
や
「
七
十
一

番
歌
合
」
の
露
曲
の
一
片
の
如
く
、
（
他
に
徒
然
草

や
太
平
記
の
例
を
参
考
と
し
て
）
広
く
見
わ
た
し
、
同

時
代
の
芸
能
へ
の
影
響
と
い
う
こ
と
も
考
慮
に
入

れ
て
、
こ
の
早
歌
が
時
代
の
流
れ
の
上
に
ど
の
よ

う
に
生
き
て
き
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
ら

に
多
く
の
問
題
も
生
れ
そ
う
で
あ
っ
て
、
私
な
ど

お
お
い
に
興
味
を
感
ず
る
。
ま
た
資
料
の
上
か
ら

見
て
「
花
」
の
曲
が
好
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

広
く
我
が
国
の
性
情
に
照
し
合
せ
て
み
る
こ
と
で

あ
る
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
花
が
は
な
や
か
で
目

出
度
い
も
の
と
い
う
漠
然
と
し
た
意
味
に
と
ど
ま

。
０
０
Ｏ

ら
ず
、
つ
ま
り
〃
呪
的
な
観
念
″
の
、
武
士
層
の

ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

歌
謡
と
し
て
の
現
わ
れ
か
た
で
あ
っ
た
か
と
も
私

は
怨
考
し
て
み
る
。

室
町
期
を
通
じ
て
、
や
は
り
相
伝
は
続
い
た
よ

う
で
あ
る
。
坂
阿
・
清
阿
と
な
ら
ぶ
室
町
期
の
名

、人
ｌ
口
阿
に
つ
い
て
の
見
当
も
み
の
が
す
こ
と

は
て
き
な
い
（
第
二
篇
第
一
章
）
・
口
阿
に
よ
っ
て

ま
だ
ま
だ
早
歌
は
現
実
に
生
き
て
い
た
と
さ
れ
る

が
、
た
だ
そ
の
流
れ
は
楽
観
的
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
つ
ま
り
新
興
の
猿
楽
の
能
が
将
軍
の

庇
護
の
も
と
に
隆
盛
し
て
き
た
と
言
わ
れ
る
。
氏

は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
「
二
者
と
も
に
同
時
代
に
並

四
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存
し
て
、
武
士
の
社
会
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
は

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
早
歌
は
公
家
の

雅
楽
・
催
馬
楽
・
朗
詠
等
と
同
じ
よ
う
に
、
・
武
士

達
が
身
を
も
っ
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
能
楽
は

そ
の
当
時
は
猿
楽
者
達
に
演
ぜ
ら
れ
て
、
武
士
は

、

専
ら
観
賞
す
る
側
に
あ
っ
た
点
に
大
な
る
相
違
を

見
出
す
の
で
あ
る
」
伽
・
ヘ
ー
ジ
）
と
述
華
へ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
先
行
歌
謡
た
る
早
歌
が
、
猿
楽
の

能
の
か
げ
に
し
だ
い
に
隠
れ
て
ゆ
く
過
程
は
多

く
の
問
題
点
が
あ
ろ
う
。
そ
の
衰
退
の
様
相
は

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ひ
じ
よ
う
に
接

近
し
た
時
と
場
の
上
に
立
つ
こ
れ
ら
二
つ
の
歌
謡

に
は
、
目
に
見
え
な
い
交
流
と
反
発
の
背
景
が
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
氏
の
言
わ
れ
る

よ
う
に
早
歌
は
中
世
芸
能
を
明
ら
か
に
す
る
点
に

お
い
て
は
一
つ
の
原
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
私

に
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
噛
み
砕
い
て
解
説
す
る

含
蓄
は
な
い
が
「
武
士
層
の
生
活
に
密
着
し
た
歌

謡
」
盆
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
こ
と
と
共
に
、
時
代
が

室
町
に
下
る
に
つ
れ
て
そ
の
生
活
の
中
で
、
早
歌

が
い
か
に
動
揺
し
た
か
が
思
わ
れ
、
今
後
多
く
の

問
題
の
発
展
が
あ
っ
て
し
か
る
》
へ
き
で
あ
ろ
う
。

「
張
り
交
ぜ
屏
風
」
や
「
っ
づ
れ
錦
」
と
い
う

評
語
も
見
当
す
・
へ
き
で
あ
る
と
助
言
さ
れ
て
い
る
。

多
く
の
研
究
者
に
そ
れ
ぞ
れ
思
い
あ
た
る
と
こ
ろ

が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
い
う
面
で
も
宴
曲
は

当
然
考
え
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
時
代
性
を
忘
れ
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
右
の
二
評
語
も
ど
う
い
う
意
味
で
そ
れ
を

用
い
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
氏
の
歴
史
学
的
文
献

学
的
立
場
か
ら
し
て
も
、
こ
の
歌
謡
を
「
信
仰
と
熱

情
の
絶
無
」
「
生
気
の
欠
乏
」
（
高
野
辰
之
『
日
本

歌
謡
史
』
）
と
し
、
又
「
宗
教
も
情
熱
の
あ
る
信
仰

的
方
面
を
外
に
し
て
傍
観
的
態
度
を
以
て
之
を
叙

し
」
「
熱
の
な
い
恋
の
叙
述
」
（
呉
文
炳
『
日
本
演

劇
の
起
源
』
）
な
ど
と
し
て
一
概
に
か
た
づ
け
て
し

ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
か
ら
も
、
又
の
ち
に
氏
の
詳
し
い
御
研
究

が
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

昭
和
三
十
六
年
の
秋
で
あ
っ
た
か
、
私
は
後
藤
丹

治
博
士
か
ら
宴
曲
の
概
説
的
な
こ
と
を
お
聞
き
す

る
機
会
を
も
っ
た
。
亡
く
な
ら
れ
る
一
年
半
ほ
ど

ま
え
で
あ
っ
た
。
博
士
の
例
の
級
密
な
宴
曲
に
対

す
る
造
詣
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ

っ
た
が
、
私
に
も
色
を
質
問
さ
れ
て
、
恐
縮
し
き

四
八

つ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
談
合
の
中
で
、
二
・

三
度
、
外
村
久
江
氏
の
金
沢
文
庫
捜
査
に
よ
る
御

業
績
を
た
た
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
思
い

出
す
。
私
は
そ
の
こ
ろ
宴
曲
集
と
宴
曲
抄
あ
た
り

ま
で
し
か
目
を
通
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
機
会
に
外
村
氏
の
二
つ
ほ
ど
の
論
文
を
読

ま
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

後
、
新
間
進
一
氏
や
乾
克
己
氏
の
御
研
究
の
一
端

を
拝
見
す
る
と
き
が
あ
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
の

早
歌
研
究
の
着
実
な
進
展
は
私
に
も
よ
い
参
考
に

な
っ
た
。
こ
の
た
び
こ
の
書
物
を
拝
見
し
て
あ
ら

た
め
て
そ
の
御
努
力
に
敬
服
す
る
次
第
で
あ
る
。

歌
謡
に
関
心
を
も
つ
私
は
、
こ
れ
か
ら
も
幾
度
か

こ
の
『
早
歌
の
研
究
』
の
．
へ
！
‐
ジ
を
く
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
浅
学
の
私
に
は
こ

う
い
う
労
作
の
書
物
の
紹
介
は
適
さ
な
い
よ
う
で

あ
っ
た
が
、
以
上
簡
単
に
述
べ
た
よ
う
に
私
自
身

種
灸
の
興
味
を
隠
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
第

二
篇
に
お
い
て
は
多
く
を
言
い
落
し
て
い
る
が
、

次
の
何
か
の
機
会
に
補
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

御
容
赦
を
乞
う
。

（
昭
和
四
十
年
八
月
発
行
。
至
文
堂
刊
。
定
価
一
七
○

○
円
）
ｌ
昭
和
四
十
年
十
一
月
Ｉ
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