
行
路
死
人
歌
と
い
う
歌
群
を
想
定
し
そ
の
機
能
を
論
ず
る
研
究
は
、
「
万

葉
集
』
研
究
の
中
で
は
比
較
的
歴
史
の
浅
い
も
の
で
あ
る
が
、
神
野
志
隆
光

（
｜
）

氏
・
古
橋
信
孝
氏
な
ど
を
中
心
に
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
も
っ
ぱ

ら
死
人
の
魂
を
鎮
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
古
橋

氏
は
挽
歌
が
そ
も
そ
も
鎮
魂
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
と
論
じ
る
。

そ
こ
で
は
鎮
め
る
側
の
問
題
が
浮
上
す
る
が
、
鎮
魂
が
歌
い
手
の
思
い
込

み
に
終
ら
な
い
の
は
死
人
と
歌
い
手
の
「
共
感
」
に
あ
る
ら
し
い
。
氏
の
論

と
し
て
は
新
し
い
国
家
形
成
の
中
で
国
に
仕
え
る
「
個
人
」
が
生
ま
れ
、
そ

れ
に
対
処
す
る
た
め
に
和
歌
が
誕
生
す
る
わ
け
だ
が
、
行
路
死
人
も
あ
く
ま

で
そ
の
様
な
制
度
下
に
お
け
る
死
人
だ
か
ら
こ
そ
、
呪
文
に
代
わ
る
鎮
魂
の

方
法
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

こ
の
場
合
死
人
は
単
な
る
旅
人
で
は
な
く
、
国
家
の
賦
役
に
従
っ
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
が
、
根
拠
は
も
っ
ぱ
ら
福
麻
呂
の
歌
に
あ
っ
た
。
『
日
本

は
じ
め
に

田
辺
福
麻
呂
の
行
路
死
人
歌
ｌ
「
見
る
」
と
「
共
感
」

田
辺
福
麻
呂
の
行
路
死
人
歌

書
紀
』
の
片
岡
山
説
話
な
ど
は
傍
証
に
は
な
る
が
、
歌
だ
け
で
鎮
魂
を
成
し

遂
げ
る
に
は
一
八
○
○
歌
の
よ
う
に
「
仕
奉
」
「
益
荒
夫
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。

古
橋
氏
に
と
っ
て
歌
と
は
極
め
て
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。

共
同
体
の
外
の
者
が
〈
語
り
継
ぐ
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の
一
員

で
あ
る
か
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
属
す
る
共
同

体
を
離
れ
て
旅
の
空
に
あ
る
者
の
不
安
な
魂
の
鎮
魂
で
あ
る
。

（
「
万
葉
短
歌
の
表
現
構
造
」
）

見
知
ら
ぬ
土
地
を
旅
し
て
、
不
安
な
気
持
ち
に
な
る
の
は
一
般
的
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
そ
の
不
安
が
和
歌
を
作
る
だ
け
で
解
消
さ
れ
る
の
は
、
氏
の

言
う
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
共
同
体
が
和
歌
を
支
え
る
〈
共
同
性
〉
を
共
有
す
る

範
囲
に
留
ま
る
か
ら
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
天
皇
が
支
配
す
る
世
界
と
い
う
保

証
が
あ
る
中
で
鎮
魂
（
共
感
）
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
得
体
が

知
れ
な
い
と
い
っ
た
死
人
へ
の
恐
怖
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
旅
人
は
実
際

に
そ
の
場
所
で
歌
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
結
局
和
歌
は
定
ま
つ

〈
言
一
）

た
詞
章
の
な
い
呪
文
で
あ
り
、
そ
れ
が
（
共
同
性
〉
に
取
り
込
む
も
の
な
ら

渡

け
Ｋ
Ⅲ
旧

」
ム
寸
剖

一
ユ
ｒ
卜

吉
元
一

四
五
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ぱ
、
鎮
魂
と
は
死
人
を
国
家
秩
序
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
和
歌
は
古
代
な
ら
一
様
に
実
用
的
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か

（
四
）

橋
本
達
雄
氏
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
歌
の
歌
い
手
（
宮
廷
歌

人
）
が
現
れ
る
の
は
皇
親
が
政
治
を
握
っ
た
「
旧
守
的
」
な
時
期
に
限
ら
れ

る
。
そ
れ
な
の
に
歌
い
手
の
旅
が
古
代
に
普
遍
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ

う
か
。先

に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
福
麻
呂
歌
以
外
で
死
人
が
国
家
と
関
わ
る
か

は
判
ら
な
い
。
古
橋
氏
は
歌
い
手
と
死
人
が
同
じ
旅
人
で
あ
る
こ
と
へ
の

「
共
感
」
で
そ
れ
を
説
明
す
る
が
、
こ
の
場
合
必
要
な
の
は
同
じ
国
家
に
仕

え
て
い
た
と
い
う
「
共
感
」
で
あ
り
、
氏
の
説
明
に
は
無
理
が
あ
る
。
む
し

ろ
、
福
麻
呂
歌
が
行
路
死
人
歌
と
し
て
唯
一
「
共
感
」
し
て
い
る
ら
し
い
と

い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

そ
の
特
異
さ
は
行
路
死
人
歌
の
問
題
と
し
て
は
説
明
出
来
ず
、
田
辺
福
麻

呂
特
有
の
問
題
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
「
見
」
た
か
と
い
う
こ
と
な
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
福
麻
呂
の
「
見
」
る
こ
と
の

（
一
コ
）

分
析
か
ら
、
一
八
○
○
歌
の
問
題
を
考
え
た
い
。

こ
の
節
で
は
、
福
麻
呂
歌
に
見
え
る
死
人
の
姿
に
つ
い
て
、
他
の
行
路
死

人
歌
と
ど
う
違
う
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

過
足
柄
坂
見
死
人
作
詞
一
首

小
垣
内
の
麻
を
引
き
干
し
妹
な
れ
が
作
り
着
せ
け
む
白
拷
の

｜
、
福
麻
呂
歌
の
死
人
像

四
六

紐
を
も
解
か
ず
一
重
結
ふ
帯
を
三
重
結
ひ
苦
し
き
に
仕
へ
奉

り
て
今
だ
に
も
国
に
罷
り
て
父
母
も
妻
を
も
見
む
と
思
ひ

つ
つ
行
き
け
む
君
は
烏
が
鳴
く
東
の
国
の
恐
き
や
神
の
御

坂
に
和
霊
の
衣
寒
ら
に
ぬ
ぱ
た
ま
の
髪
は
乱
れ
て
国
問
へ

ど
国
を
も
告
ら
ず
家
問
へ
ど
家
を
も
言
は
ず
大
夫
の
行
き

の
す
す
み
に
此
処
に
臥
せ
る
（
九
・
一
八
○
○
、
田
辺
福
麻
呂
歌

集
）

さ
て
、
「
苦
し
き
に
仕
へ
奉
り
て
今
だ
に
も
国
に
罷
り
て
」
と
あ
る
死

人
が
具
体
的
に
ど
こ
で
働
か
さ
れ
て
い
た
か
ま
で
は
判
ら
な
い
が
、
国
家
に

よ
る
何
ら
か
の
労
役
に
つ
か
さ
れ
た
と
は
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一

方
で
こ
の
歌
に
は
死
人
の
旅
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
「
玉
桙
の
道
に
出
で

立
ち
あ
し
ひ
き
の
野
行
き
山
行
き
」
（
三
三
三
九
）
な
ど
、
行
路
死
人
の

特
徴
は
何
と
言
っ
て
も
旅
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
短
歌
形
式

の
も
の
に
お
い
て
も
、
「
草
枕
旅
に
臥
せ
る
」
（
四
一
五
）
「
草
枕
旅
の
宿
に
」

（
四
二
六
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
欠
か
せ
ぬ
条
件
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
福
麻
呂
歌
は
「
行
き
け
む
一
「
行
き
の
す
す
み
に
一
と
あ
る
に
過

ぎ
な
い
。
家
を
出
て
何
処
か
で
働
い
た
と
こ
ろ
と
死
体
と
な
っ
て
い
る
現
在

が
あ
り
な
が
ら
旅
を
表
現
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
意
図
的
で
あ
る
。

実
は
旅
を
し
て
い
る
部
分
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
因
そ
の
も
の
が
違

っ
て
し
ま
う
よ
う
だ
。
こ
の
歌
の
死
人
は
激
し
い
労
働
が
原
因
と
な
り
死
ん

だ
の
だ
が
、
多
く
の
行
路
死
人
の
死
因
は
旅
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
あ
っ
た
《

①
玉
桙
の
道
行
く
人
は
あ
し
ひ
き
の
山
行
き
野
行
き
た
だ
う
み

の
川
行
き
渡
り
鯨
魚
取
り
海
道
に
出
で
て
畏
き
や
神
の
渡



は
吹
く
風
も
和
に
は
吹
か
ず
立
つ
波
も
凡
に
は
立
た
ず
と

ゐ
波
の
ま
れ
る
道
を
誰
が
心
い
た
は
し
と
か
も
直
渡
り
け
む

直
渡
り
け
む
（
三
三
三
五
）

（
一
ハ
）

既
に
野
田
浩
子
氏
や
三
浦
佑
之
氏
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
①
に
見
ら
れ

る
「
直
渡
り
」
が
こ
の
人
物
を
死
に
至
ら
し
め
た
原
因
で
あ
る
。
特
に
三
浦

（
七
）

氏
は
秋
間
俊
夫
氏
の
説
に
し
た
が
っ
て
こ
の
死
人
が
「
神
の
側
に
行
っ
た
」

と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
直
」
の
語
義
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。

②
春
霞
井
の
上
ゅ
直
に
道
は
あ
れ
ど
君
に
逢
は
む
と
た
も
と
ほ
り
来
も

（
’
二
五
六
）

③
月
夜
よ
み
妹
に
逢
は
む
と
直
道
か
ら
わ
れ
は
来
れ
ど
も
夜
そ
更
け
に
け

る
（
二
六
一
八
）

④
磐
城
山
直
越
え
来
ま
せ
磯
崎
の
許
奴
美
の
浜
に
わ
れ
立
ち
待
た
む

（
三
一
九
五
）

恋
歌
に
は
「
直
に
逢
ふ
」
と
い
う
表
現
が
多
く
、
そ
こ
で
「
直
」
は

「
夢
」
な
ど
と
対
置
さ
れ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
例
も
「
直
道
か
ら
．
…
：
逢

ふ
」
と
い
う
形
で
あ
り
関
連
す
る
が
、
②
は
逢
う
た
め
に
「
直
に
」
あ
る
道

を
わ
ざ
と
進
ま
ず
、
③
は
「
直
道
」
を
通
る
が
逢
え
な
か
っ
た
と
あ
る
。
こ

れ
ら
か
ら
は
「
直
」
道
は
避
け
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
八
）

一
方
古
橋
氏
は
「
直
道
」
と
④
の
「
直
越
え
」
を
合
せ
て
考
え
て
い
る
が
、

④
で
は
「
直
」
越
え
な
け
れ
ば
恋
人
に
会
え
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
は
「
直
」

に
進
む
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
判
断
出
来
な
い
が
、
恋

歌
に
こ
だ
わ
ら
ず
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑤
天
平
五
年
、
贈
入
唐
使
歌
一
首
井
短
歌
作
主
未
詳

田
辺
福
麻
呂
の
行
路
死
人
歌

そ
ら
み
つ
大
和
の
国
あ
を
に
よ
し
平
城
の
都
ゆ
押
し
照
る

難
波
に
下
り
住
吉
の
御
津
に
船
乗
り
直
渡
り
日
の
入
る
国
に

遣
は
さ
ゆ
わ
が
背
の
君
を
懸
け
ま
く
の
ゆ
ゆ
し
畏
き
住
吉
の

わ
が
大
御
神
船
の
舳
に
領
き
坐
し
船
艫
に
み
立
い
ま
し
て

さ
し
寄
ら
む
磯
の
埼
埼
漕
ぎ
泊
て
む
泊
泊
に
荒
き
風
波
に

遇
は
せ
ず
平
け
く
率
て
帰
り
ま
せ
本
の
国
家
に
（
四
二
四
五
）

⑤
で
は
入
唐
使
が
「
直
渡
」
っ
た
と
あ
る
。
①
に
見
ら
れ
る
表
現
と
同
じ

も
の
だ
が
、
一
行
は
住
吉
の
神
に
守
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
危
険
な
旅
路

で
あ
り
神
の
守
護
が
必
要
な
の
だ
と
判
る
が
、
①
に
も
「
神
の
渡
一
と
あ
り
、

「
直
渡
」
る
時
は
神
と
何
ら
か
の
交
渉
を
持
つ
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
さ

て
、
住
吉
の
神
と
言
え
ば
「
古
事
記
」
に
息
長
帯
日
売
の
新
羅
侵
略
を
助
け

た
神
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ
の
際
神
は
「
我
之
御
魂
を
、
船
の
上
に
坐

せ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
歌
に
見
え
る
行
為
と
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
摂
津
国
風
土
記
」
美
奴
売
松
原
の
条
に
も
よ
く
似
た
話
が
あ
り
、
そ
こ

で
は
美
奴
売
の
神
が
現
れ
て
「
神
の
船
」
を
作
ら
せ
て
い
る
。
息
長
帯
比
売

は
そ
の
船
に
乗
る
こ
と
で
新
羅
を
討
っ
た
の
だ
が
、
異
伝
に
は
美
奴
売
の
神

の
違
っ
た
一
面
が
記
さ
れ
る
。

一
ひ
と
云
へ
ら
く
、
時
に
、
此
の
船
、
大
く
鳴
り
響
み
て
、
牛
の
咄
ゆ

る
が
如
く
、
自
然
対
馬
の
海
よ
り
此
処
に
還
り
到
て
、
乗
る
法
な
か
り

き
、
価
り
て
ト
占
ふ
に
、
「
神
の
霊
の
欲
り
せ
す
な
り
」
と
日
ひ
け
れ

〈
九
）

ぱ
、
乃
て
留
め
置
き
き
。
今
摂
津
国
風
土
記
」
逸
文
）

神
は
常
に
旅
人
を
助
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
妨
害
と
言
う
べ
き
行
為
も
行
な

う
。
こ
の
神
は
「
此
の
神
、
出
雲
の
国
人
の
此
処
を
経
過
る
者
は
、
十
人
の

十
人
の

四
七



中
、
五
人
を
留
め
、
五
人
の
中
、
三
人
を
留
め
き
」
（
『
播
磨
国
風
土
記
」
佐

比
岡
）
と
い
う
よ
う
な
行
路
妨
害
の
神
と
重
な
る
面
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
対
応
次
第
で
は
守
護
し
た
り
死
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
神
と
出
会
い
な

が
ら
進
む
の
が
「
直
渡
る
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
羅
や
唐
、
あ
る
い

は
死
の
世
界
と
い
っ
た
異
世
界
へ
向
か
う
。
恋
歌
に
お
け
る
矛
盾
も
、
神
の

手
に
委
ね
ら
れ
る
「
直
一
道
は
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
た
ど
り
着
け
る
と
は

限
ら
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
①
は
そ
の
様
な
土
地
を
「
神
の
渡
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
神
が

い
る
と
思
わ
れ
る
地
名
の
土
地
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

⑥
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
神
の
崎
狭
野
の
渡
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に

（
二
六
五
）

⑦
大
口
の
真
神
が
原
に
降
る
雪
は
い
た
く
な
降
り
そ
家
も
あ
ら
な
く
に

（
｜
｛
ハ
ニ
ニ
ハ
）

何
れ
も
五
句
目
が
同
じ
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
神
の
意
向
に
よ
っ
て
先
に
進

二
○
）

む
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
時
に
福
麻
呂

歌
に
も
「
恐
き
や
神
の
御
坂
に
」
と
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は

こ
の
歌
の
死
人
も
神
に
よ
っ
て
留
め
ら
れ
た
可
能
性
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
そ
の
様
に
作
る
こ
と
は
出
来
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
福
麻
呂
の
歌

に
お
け
る
死
人
は
む
し
ろ
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
姿
に
近
い
．

五
年
春
正
月
乙
酉
、
詔
日
、
諸
国
役
民
、
還
郷
之
日
、
食
糧
絶
乏
、
多

鰹
道
路
、
転
填
溝
堅
、
其
類
不
少
。
国
司
等
宜
勤
加
撫
養
、
量
賑
Ⅲ
。

如
有
死
者
、
且
加
埋
葬
、
録
其
姓
名
、
報
本
属
也
。

’
一
十
二

（
「
続
日
本
紀
」
和
銅
五
年
正
月
）

福
麻
呂
は
都
に
関
す
る
歌
を
幾
つ
か
作
っ
て
い
る
。
都
を
褒
め
讃
え
る
、

あ
る
い
は
荒
都
を
嘆
く
と
い
っ
た
歌
を
福
麻
呂
以
前
に
も
人
麻
呂
や
金
村
な

ど
が
作
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
は
都
を
「
見
」

た
と
あ
る
。

ｊ⑱
：
．
：
天
皇
の
神
の
尊
の
大
宮
は
此
処
と
聞
け
ど
も
大
殿
は

此
処
と
言
へ
ど
も
春
草
の
繁
く
生
ひ
た
る
霞
立
ち
春
日
の
霧

れ
る
或
は
云
は
く
、
霞
立
ち
春
日
か
鴬
る
夏
草
か
繋
ぐ
な
り
ぬ
る
も
も
し
き
の
大
宮

処
見
れ
ば
悲
し
も
或
は
云
は
、
・
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
（
二
九
・
近
江
荒
都
歌
）

例
え
ば
人
麻
呂
は
こ
こ
で
「
見
」
て
い
る
が
、
「
此
処
と
聞
け
ど
も
」
と
あ

る
よ
う
に
既
に
「
間
」
い
て
い
る
が
「
見
」
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合

こ
こ
に
あ
る
の
は
賦
役
に
着
か
さ
れ
て
い
た
者
が
道
中
飢
え
に
よ
り
死
ぬ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
福
麻
呂
は
他
の
行
路
死
人
歌
の
よ
う

な
死
人
像
を
棄
て
て
、
律
令
に
規
定
さ
れ
た
典
型
的
死
人
を
歌
に
し
た
と
い

う
可
能
性
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
「
国
問
へ
ど
国
を
も
告
ら
ず
家
問
へ
ど

家
を
も
言
は
ず
一
と
、
あ
く
ま
で
死
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な

い
と
い
う
行
路
死
人
歌
の
型
を
守
り
な
が
ら
そ
の
生
前
を
歌
う
こ
と
は
、
単

に
知
識
（
律
令
な
ど
の
文
字
資
料
）
を
得
た
程
度
で
出
来
る
も
の
で
は
な
い

そ
し
て
、
こ
の
疑
問
を
と
く
鍵
が
、
題
詞
に
「
見
」
た
と
あ
る
点
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
歌
が
福
麻
呂
が
「
見
」
た
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
、

そ
の
場
合
福
麻
呂
は
ど
の
よ
う
に
「
見
」
る
の
か
、
次
節
で
考
え
た
い
。

二
、
福
麻
呂
の
歌
と
「
見
」
る
行
為

四
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の
よ
う
に
「
間
」
が
常
に
信
頼
性
を
欠
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
｜
見
」

な
け
れ
ば
あ
ら
な
い
の
は
「
見
」
が
「
間
」
よ
り
も
信
頼
す
べ
き
「
都
（
荒

都
）
」
を
発
見
す
る
行
為
だ
か
ら
と
考
え
得
る
。

さ
て
、
福
麻
呂
歌
集
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

⑨
．
．
：
・
・
見
る
人
の
語
り
に
す
れ
ば
聞
く
人
の
見
ま
く
欲
り
す
る

御
食
向
ふ
味
原
の
宮
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
一
○
六
二
）

⑩
・
…
・
白
沙
清
き
浜
辺
は
往
き
還
り
見
れ
ど
も
飽
か
ず
う
べ
し

こ
そ
見
る
入
ご
と
に
語
り
継
ぎ
思
ひ
け
ら
し
き
百
世
歴
て

思
は
え
ゆ
か
む
清
き
白
浜
（
一
○
六
五
）

⑧
と
同
様
に
こ
れ
ら
も
「
間
」
か
ら
「
見
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ

こ
で
両
者
に
不
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
こ
と
が
、
「
う
べ
し
こ

そ
」
と
い
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
想
像
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
は
「
語
り

継
」
が
れ
た
も
の
を
「
間
」
く
が
、
「
見
」
た
ら
「
語
り
継
ぐ
」
も
の
だ
と

い
う
型
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

⑪
山
部
宿
祢
赤
人
望
不
蓋
山
詞
一
首
井
短
詞

天
地
の
分
れ
し
時
ゆ
神
さ
び
て
高
く
貴
き
駿
河
な
る
布
士

の
高
嶺
を
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ

照
る
月
の
光
も
見
え
ず
白
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
時
じ
く
そ

雪
は
降
り
け
る
語
り
継
ぎ
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
不
尽
の
高
嶺
は

田
児
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り

け
る
（
三
一
一
七
～
八
）

「
語
り
継
ぐ
」
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
言

反
歌

田
辺
福
麻
呂
の
行
路
死
人
歌

さ
て
、
福
麻
呂
の
歌
の
中
で
「
語
り
継
ぐ
」
の
見
え
る
歌
は
幾
つ
か
あ
る
が
、

こ
の
歌
群
は
複
雑
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
伝
説
を
伝
え
始
め
る
者
に
は
リ

ア
ル
タ
イ
ム
を
生
き
た
人
間
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
わ
け
だ
が
、
恐
ら
く
そ
の

葉
に
関
る
問
題
点
を
簡
単
に
論
じ
て
み
る
。
｜
般
に
語
り
継
ぐ
と
言
え
ば
い

（
＋
｜
｜
）

つ
と
も
知
れ
な
い
昔
か
ら
続
く
行
為
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
⑪
で
は
「
見
」

る
者
が
そ
の
景
を
発
見
し
た
と
読
め
る
．
「
渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ
：
…
」

と
い
う
景
は
「
天
地
の
分
れ
し
時
ゆ
神
さ
び
て
高
く
貴
き
」
の
よ
う
に
知

識
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
見
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
見
え
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
語
り
継
ぐ
」
こ
と
は
「
見
」
た
内
容
だ
か
ら
伝
え
る
と

言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
逆
に
言
え
ば
「
見
」
る
と
は
「
語
り
継
ぐ
」
こ
と
も

含
む
行
為
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

過
葦
屋
処
女
墓
時
作
詞
一
首
井
短
歌

⑫
古
の
ま
す
ら
壮
士
の
相
競
ひ
妻
間
し
け
む
草
屋
の
う
な
ひ

処
女
の
奥
津
城
を
わ
が
立
ち
見
れ
ば
永
き
世
の
語
り
に
し
つ

つ
後
人
の
思
ひ
に
せ
む
と
玉
桙
の
道
の
辺
近
く
磐
構
へ

作
れ
る
塚
を
天
雲
の
そ
く
へ
の
限
り
こ
の
道
を
行
く
入
ご
と

に
行
き
寄
り
て
い
立
ち
嘆
か
ひ
あ
る
人
は
美
に
も
泣
き
つ
つ

語
り
継
ぎ
思
ひ
継
ぎ
く
る
処
女
ら
が
奥
津
城
ど
こ
ろ
わ
れ
さ

へ
に
見
れ
ば
悲
し
も
古
思
へ
ば

反
歌

⑬
古
の
小
竹
田
壮
子
の
妻
間
ひ
し
う
な
ひ
処
女
の
奥
津
城
ぞ
こ
れ

⑭
語
り
つ
ぐ
か
ら
に
も
幾
許
だ
恋
し
き
を
直
目
に
見
け
む
古
壮
士

（
一
八
○
・
一
～
三
）

四
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立
場
に
あ
っ
た
「
古
壮
士
」
を
福
麻
呂
は
「
直
目
に
見
」
る
者
と
呼
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
恋
歌
で
あ
れ
ば
否
定
形
で
相
手
に
会
え
な
い
こ
と
を
歌
う
表
現

だ
が
、
恋
に
あ
る
限
り
そ
の
よ
う
に
「
見
」
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
。

⑮
蜻
蛉
島
日
本
の
国
は
神
か
ら
と
言
挙
せ
ぬ
国
然
れ
ど
も
わ

れ
は
言
挙
す
（
略
）
恋
ひ
つ
つ
も
わ
れ
は
渡
ら
む
真
澄
鏡
直
目

に
君
を
相
見
て
ぱ
こ
そ
わ
が
恋
止
ま
め
（
三
二
五
○
）

こ
こ
で
「
わ
れ
」
は
「
言
挙
』
を
し
よ
う
と
言
う
が
、
そ
れ
は
二
人
の
関
係

を
公
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
直
Ⅱ
に
見
」
る
こ
と
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
当
然
福
麻
呂
に
は
「
恋
」
ふ
こ
と
し
か
出
来
な
い
わ
け
で
あ
り
、
⑭
は

決
し
て
自
分
が
成
り
得
な
い
存
在
を
最
初
に
「
見
」
た
者
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。こ

の
問
題
は
後
に
も
論
じ
る
が
、
⑫
に
戻
る
と
福
麻
呂
と
直
接
関
わ
る
の

は
「
道
を
行
く
人
」
で
あ
り
、
彼
ら
が
「
語
り
継
」
が
れ
た
も
の
を
「
間
」

く
こ
と
で
「
見
」
よ
う
と
し
て
い
る
。
何
を
聞
い
た
の
か
は
判
ら
な
い
が
、

人
麻
呂
・
赤
人
な
ど
自
ら
「
語
り
継
」
ぎ
始
め
る
者
た
ち
と
は
違
う
位
置
に

あ
る
。
そ
れ
を
次
の
歌
群
で
更
に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

干
時
期
之
明
日
、
将
遊
覧
布
勢
水
海
、
価
述
懐
各
作
歌

⑯
如
何
に
あ
る
布
勢
の
浦
そ
も
こ
こ
だ
く
に
君
が
見
せ
む
と
わ
れ
を
留
む

る右
の
一
首
は
、
田
辺
史
福
麻
呂

⑰
乎
敷
の
崎
漕
ぎ
俳
廻
り
終
日
に
見
と
も
飽
く
べ
き
浦
に
あ
ら
な
く
に
一

は
云
は
く
、
君
が
震
は
す
も

右
の
一
首
は
、
守
大
伴
宿
祢
家
持

⑱
玉
厘
い
つ
し
か
明
け
む
布
勢
の
海
の
浦
を
行
き
つ
つ
玉
も
拾
は
む

⑲
音
の
み
に
間
き
て
目
に
見
ぬ
布
勢
の
浦
を
見
ず
は
上
ら
じ
年
は
経
ぬ
と

も

⑳
布
勢
の
浦
を
行
き
て
し
見
て
ば
百
磯
城
の
大
宮
人
に
語
り
継
ぎ
て
む

⑳
梅
の
花
咲
き
散
る
園
に
わ
れ
行
か
む
君
が
使
を
片
待
ち
が
て
ら

⑫
藤
波
の
咲
き
行
く
見
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
べ
き
時
に
近
づ
き
に
け
り

右
の
五
首
は
、
田
辺
史
福
麻
呂

⑳
明
日
の
日
の
布
勢
の
浦
廻
の
藤
波
に
け
だ
し
来
鳴
か
ず
散
ら
し
て
む
か

も
一
は
頭
に
一
鼠
く
、
ほ
と
と
ぎ
す

右
の
一
首
は
、
大
伴
宿
祢
家
持
和
へ
た
り
。

前
件
十
首
歌
者
、
廿
四
日
宴
作
之
。
（
四
○
三
六
～
四
三
）

こ
こ
で
は
福
麻
呂
と
家
持
が
布
勢
の
浦
を
「
見
」
に
行
こ
う
と
い
う
の
だ
が
、

⑯
に
よ
っ
て
そ
れ
は
家
持
が
「
見
」
せ
よ
う
と
企
て
た
と
ま
ず
判
る
。
⑰
・

⑳
は
家
持
が
布
勢
の
浦
を
説
明
す
る
歌
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
家
持
は

布
勢
の
浦
に
初
め
て
行
く
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
過
去
に
見
た
景
色
を
教
え

て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
⑰
は
何
も
具
体
性
は
な
く
、
⑳
も
窪
公

烏
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
布
勢
の
浦
独
自
の
景
色
と
は
言
え
な
い
。
家
持
に

と
っ
て
布
勢
の
浦
と
は
、
「
鄙
」
で
あ
る
越
中
に
も
都
同
様
に
素
晴
ら
し
い

（
十
三
）

風
景
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
対
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

対
し
て
福
麻
呂
は
⑱
以
下
で
布
勢
の
浦
へ
の
期
待
を
歌
う
。
そ
の
う
ち
⑲

は
先
に
あ
げ
た
⑨
．
⑩
と
同
様
の
歌
で
、
続
く
⑳
は
「
見
」
た
な
ら
一
語
り

継
」
ご
う
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
福
麻
呂
に
と
っ
て
「
聞
く
」
「
見
る
」
「
語

五
○



り
継
ぐ
」
と
い
う
三
者
が
自
分
が
す
べ
き
行
動
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。

至
水
海
遊
覧
之
時
、
各
述
懐
作
歌

⑳
神
さ
ぶ
る
垂
姫
の
崎
漕
ぎ
め
ぐ
り
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
わ
れ
せ
む

右
の
一
首
は
、
田
辺
史
福
麻
呂

⑳
垂
姫
の
浦
を
漕
ぎ
つ
つ
今
日
の
日
は
楽
し
く
遊
べ
言
ひ
継
ぎ
に
せ
む

右
の
一
首
は
、
遊
行
女
婦
土
師

⑳
垂
姫
の
浦
を
漕
ぐ
船
梶
間
に
も
奈
良
の
吾
家
を
忘
れ
て
思
へ
や

右
の
一
首
は
、
大
伴
家
持

⑳
お
ろ
か
に
そ
わ
れ
は
思
ひ
し
乎
敷
の
浦
の
荒
磯
の
め
ぐ
り
見
れ
ど
飽
か

ず
け
り

右
の
一
首
は
、
田
辺
史
福
麻
呂

⑳
め
づ
ら
し
き
君
が
来
ま
さ
ば
鳴
け
と
言
ひ
し
山
ほ
と
と
ぎ
す
何
か
来
鳴

か
ぬ

右
の
一
首
は
、
橡
久
米
朝
臣
廣
縄

⑳
多
胡
の
崎
木
の
暗
茂
に
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
響
め
ば
は
だ
恋
ひ
め
や
も

右
の
一
首
は
、
大
伴
宿
祢
家
持

前
件
十
五
首
歌
者
、
廿
五
日
作
之
。
（
四
○
四
六
～
五
一
）

先
の
続
き
で
、
布
勢
の
浦
に
着
い
た
後
の
歌
で
あ
る
が
、
福
麻
呂
の
二
首
は

い
ず
れ
も
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
て
、
こ
の
歌
群
の
中
で

も
や
や
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。

⑳
養
老
七
年
癸
亥
夏
五
月
、
幸
干
芳
野
離
宮
時
、
笠
朝
臣
金
村
作
詩
一
首

丼
短
歌

田
辺
福
麻
呂
の
行
路
死
人
歌

滝
の
上
の
御
舟
の
山
に
瑞
枝
さ
し
繁
に
生
ひ
た
る
栂
の
樹
の

い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に
万
代
に
か
く
し
知
ら
さ
む
み
吉
野
の
蜻
蛉

の
宮
は
神
柄
か
貴
く
あ
ら
む
国
柄
か
見
が
欲
し
か
ら
む
山

川
を
清
み
情
け
み
う
べ
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も

反
歌
二
首

毎
年
に
か
く
も
見
て
し
か
み
吉
野
の
清
き
河
内
の
激
つ
白
波

山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
滝
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

或
る
本
の
反
歌
に
日
は
く

神
柄
か
見
が
欲
し
か
ら
む
み
吉
野
の
滝
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
九
○
七
～
九
一
○
）

こ
こ
に
あ
げ
た
歌
群
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
一
は
景
を

賛
美
す
る
一
つ
の
表
現
様
式
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
「
神

柄
」
「
国
柄
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
意
図
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
超
越
的
な

も
の
に
よ
っ
て
そ
の
様
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
お

り
、
必
ず
し
も
歌
い
手
の
個
人
的
資
質
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

人
麻
呂
の
石
中
死
人
歌
な
ど
に
も
同
様
の
表
現
が
あ
る
が
、
何
れ
も
理
由

は
特
殊
な
士
地
で
あ
る
と
い
っ
た
外
的
な
要
因
に
求
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

あ
る
条
件
下
で
は
誰
で
も
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
状
態
と
成
り
う
る
可
能
性
が

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
福
麻
呂
歌
集
歌
に

⑳
：
．
．
：
山
見
れ
ば
山
も
見
が
欲
し
里
見
れ
ば
里
も
住
み
よ
し
も

の
の
ふ
の
八
十
伴
の
男
の
う
ち
延
へ
て
思
へ
り
し
く
は
。
…
．
．

（
一
○
四
七
）

と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
は
「
見
が
欲
し
」
と
な
り

五
一



「
見
れ
ど
飽
か
い
」
の
は
八
十
伴
男
な
ら
誰
で
も
そ
う
な
る
と
い
う
福
麻
呂

の
認
識
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

対
し
て
、
布
勢
の
浦
の
歌
に
お
い
て
福
麻
呂
は
そ
れ
を
外
的
要
因
に
だ
け

求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
い
か
に
わ
れ
せ
む
」
「
お
ろ
か
に
そ
わ

れ
は
思
ひ
し
」
と
作
る
の
は
、
単
な
る
布
勢
の
浦
へ
の
讃
美
の
よ
う
に
見
え

る
が
、
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
自
分
に
驚
く
の
は
逆
に
彼
の
意
図
が
働
い
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
う
べ
し
こ
そ
わ
ご
大
君
は
君
が
ま
に
間
か

し
給
ひ
て
さ
す
竹
の
大
宮
此
処
と
定
め
け
ら
し
も
」
（
’
○
五
○
）
、

「
う
べ
し
こ
そ
見
る
入
ご
と
に
語
り
継
ぎ
思
ひ
け
ら
し
き
」
（
一
○

六
五
）
と
い
っ
た
例
を
合
せ
て
号
え
る
と
、
福
麻
呂
に
と
っ
て
の
一
見
」
る

と
は
あ
ら
か
じ
め
「
間
」
い
て
い
た
も
の
を
「
見
」
る
こ
と
だ
と
言
え
る
。

そ
れ
も
見
た
な
ら
一
‐
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
表
現
す
る
と
ま
で
「
間
」
い
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
福
麻
呂
は
こ
の
表
現
に
対
す
る
一
定
の
見
通
し
を
持

ち
、
意
図
的
に
そ
の
状
態
に
自
分
を
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
見
通
し
と
実
際
の
関
係
は
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
う
べ

し
こ
そ
」
「
い
か
に
わ
れ
せ
む
」
は
そ
れ
ぞ
れ
見
通
し
と
の
距
離
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
は
内
的
な
問
題
で
あ
り
、
「
見
れ
ど
飽
か
い
一
と
い
う
一
定
の

型
を
使
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
を
読
む
者
、
聞
く
者
に
は
理
解
出
来

な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
．

少
な
く
と
も
、
福
麻
呂
の
「
見
一
は
語
り
継
げ
な
い
形
で
し
か
表
現
さ
れ

な
い
の
だ
と
言
え
る
．

三
、
行
路
死
人
歌
の
「
見
」
る
こ
と

五
二

一
八
○
○
歌
に
お
い
て
「
見
」
は
題
詞
に
あ
る
の
み
で
あ
り
問
題
が
あ
る

が
、
何
を
見
た
か
は
お
よ
そ
指
摘
出
来
る
。
つ
ま
り
、
「
和
霊
の
衣
寒
ら
に

ぬ
ぱ
た
ま
の
髪
は
乱
れ
て
」
で
あ
る
。
他
の
行
路
死
人
歌
で
は
「
敷
拷
の

枕
に
な
し
て
荒
床
に
自
伏
す
君
が
」
（
二
二
○
）
と
い
っ
た
表
現
以
上
に

体
を
表
す
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
死
体
の
描
写
が
よ
り
具
体
的
に
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
と
前
半
に
あ
る
死
者
の
来
歴
は
対
応
関
係
に
あ

る
よ
う
だ
。

髪
に
つ
い
て
は
判
ら
な
い
が
、
衣
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
妹
が
最
高
の
布
を

作
る
方
法
で
麻
布
を
作
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
死
人
が
ま
と

う
も
の
を
類
例
の
な
い
「
和
霊
の
衣
」
と
見
た
こ
と
に
始
ま
っ
て
い
る
は
ず

だ
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
う
見
え
た
の
か
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
寒
ら
に
」
、
こ
の
表
現
自
体
は
類
例
が
な
い
が
、
「
寒
」
は
旅
、
そ
し
て

妹
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

⑫
宇
治
間
山
朝
風
寒
し
旅
に
し
て
衣
貸
す
べ
き
妹
も
あ
ら
な
く
に
（
七

五
）

⑬
秋
風
の
寒
き
朝
明
を
佐
農
の
岡
越
ゆ
ら
む
君
に
衣
貸
さ
ま
し
を

（
｜
ニ
ー
ハ
ー
）

⑭
麻
衣
着
れ
ぱ
な
つ
か
し
紀
の
国
の
妹
背
の
山
に
麻
蒔
く
吾
妹

二
一
九
五
）

⑫
。
⑬
を
見
る
と
、
「
寒
」
と
は
峠
の
地
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
だ
。

な
ぜ
か
を
考
え
た
時
、
先
の
⑥
．
⑦
が
参
考
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
歌
は
雨
や

雪
に
よ
っ
て
行
く
手
を
遮
ら
れ
る
が
、
雨
や
雪
が
降
る
こ
と
は
容
易
に

一
寒
」
と
結
び
付
く
。
衣
を
貸
す
と
い
う
表
現
は
妹
と
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、



衣
か
ら
妹
が
連
想
さ
れ
る
。
続
い
て
、
⑭
は
麻
衣
か
ら
麻
の
種
を
蒔
く
姿
を

思
い
出
す
。
妹
が
背
の
麻
衣
を
染
め
る
と
い
う
歌
も
あ
り
、
蒔
い
た
麻
と
は

ま
さ
に
彼
の
着
て
い
る
衣
の
材
料
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
検
討
す
る
と
、
死
人
の
生
前
を
推
測
す
る
こ
と
が
確
か
に
可

能
か
も
し
れ
な
い
程
度
に
は
死
体
を
見
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
れ
も

蓋
然
性
が
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
様
な
表
現
を
持
た
な
い

（
十
四
）

他
の
行
路
死
人
歌
か
ら
は
推
測
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
福
麻
呂
の
「
見
」
る
行
為
の
一
端
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
か
を

論
ず
る
に
は
、
「
見
」
る
と
い
う
表
現
の
あ
る
歌
に
同
様
の
傾
向
が
な
い
か

を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た
う
な
ひ
処
女
歌
（
⑫
～
⑭
）
に

「
玉
桙
の
道
の
辺
近
く
磐
構
へ
作
れ
る
塚
」
と
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
伝
説
を
歌
う
も
の
で
は
「
墓
の
上
の
木
の
枝
摩
け
り
」

（
’
八
三
・
虫
麻
呂
）
「
奥
つ
城
を
こ
こ
と
は
聞
け
ど
真
木
の
葉
や
茂

り
た
る
ら
む
」
（
四
三
一
・
赤
人
）
な
ど
、
墓
（
石
）
そ
の
も
の
が
歌
わ
れ

る
例
は
な
く
、
こ
れ
も
よ
り
具
体
的
な
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑫
に
「
奥

津
城
を
わ
が
立
ち
見
れ
ば
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
具
体
的
描
写
と
「
見
」
る
こ

と
の
関
係
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
検
討
を
重
ね
る
こ
と
で
、
’
八
○
○
歌
の
死
人
像
を
導
き
出
し

（
十
五
〉

た
福
麻
呂
の
見
方
が
他
の
歌
作
者
に
は
真
似
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
お
よ
そ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
福
麻
呂
の
「
見
」
る
と

は
死
人
と
言
う
以
上
に
具
体
的
な
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
か
ら
他
の
作
者
が

歌
わ
な
い
（
語
り
継
げ
な
い
）
生
前
に
遡
行
し
て
い
く
こ
と
な
の
だ
。
そ
の

点
で
福
麻
呂
歌
を
一
般
化
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

田
辺
福
麻
呂
の
行
路
死
人
歌

最
後
に
、
一
八
○
○
歌
が
死
人
を
国
家
の
賦
役
に
付
い
て
い
た
者
と

「
見
」
る
こ
と
の
問
題
を
考
え
た
い
。
先
に
あ
げ
た
「
続
日
本
紀
』
な
ど
に

は
既
に
そ
の
様
な
死
人
像
が
見
ら
れ
た
が
、
「
万
葉
集
』
で
は
旅
人
の
身
分

を
特
に
示
し
て
い
な
い
。

行
路
死
人
歌
は
死
人
に
問
い
掛
け
る
が
答
え
が
な
い
と
い
う
定
型
を
持
っ

て
い
る
。
福
麻
呂
歌
で
は
国
を
問
う
が
、
普
通
旅
の
歌
に
あ
っ
て
家
や
妹
は

（
＋
上
ハ
）

結
び
付
い
て
も
国
が
結
び
付
く
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
福
麻
呂
は

久
邇
京
の
跡
を
一
‐
国
見
れ
ど
人
も
通
は
ず
里
見
れ
ば
家
も
荒
れ
た
り
一

（
’
○
五
九
）
と
歌
う
。
国
と
里
（
国
と
家
）
が
同
等
に
扱
え
る
の
は
そ
こ

が
皇
都
の
跡
だ
か
ら
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
村
落
、
さ
ら
に
個
人
の
家
も

国
家
の
一
部
と
い
う
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
福
麻
呂
が
「
共
感
」
出
来

る
の
は
そ
の
点
に
お
い
て
だ
け
な
の
だ
。

歌
い
手
と
死
人
は
「
共
感
」
出
来
な
い
の
が
普
通
の
姿
で
あ
る
。
「
神
の

側
に
行
っ
た
」
死
人
は
歌
い
手
に
把
握
出
来
る
は
ず
が
な
く
、
三
浦
佑
之
氏

〈
十
七
〉

は
む
し
ろ
死
人
を
恐
れ
隔
絶
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
論
じ
て
い
る
“

行
路
死
人
を
旅
と
切
り
離
す
こ
と
で
死
人
と
「
共
感
」
し
た
か
の
よ
う
に
歌

う
、
そ
れ
が
福
麻
呂
の
新
た
な
「
見
」
る
歌
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
行
路
死
人
歌
論
は
全
面
的
な
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
福
麻
呂
の
問
題
と
し
て
も
さ
ら
に
論
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
紙

数
が
尽
き
て
お
り
別
稿
に
期
し
た
い
。

お
わ
り
に

五

三



「
万
葉
集
』
本
文
の
引
用
は
、
講
談
社
文
庫
版
（
中
西
進
訳
注
）
に
よ
る
が
、
一

部
改
変
し
た
。

注
（
こ
神
野
志
隆
光
「
行
路
死
人
歌
の
周
辺
」
（
「
論
集
上
代
文
学
』
第
四
冊
一

九
七
三
）
、
古
橋
信
孝
「
万
葉
短
歌
の
表
現
構
造
１
１
行
路
死
人
歌
の
ぱ
あ
い
’
一

（
『
国
語
と
国
文
学
」
’
九
八
二
）
。
他
に
関
本
み
や
子
氏
、
多
田
一
臣
氏
な

ど
多
数
が
論
じ
て
い
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
別
稿
で
行
い
た
い
。

（
二
）
神
野
志
氏
の
場
合
歌
だ
け
で
は
タ
マ
を
鎮
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
だ

が
、
歌
自
体
が
実
用
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
は
変
わ
ら
な
い
。

（
三
）
古
橋
氏
は
別
の
論
で
『
日
本
霊
異
記
」
の
枯
骨
報
恩
證
を
取
り
上
げ
、
行

路
死
人
歌
は
「
死
者
を
鎮
魂
す
る
歌
を
う
た
い
、
そ
し
て
供
養
す
る
代
り
に

自
分
の
旅
の
安
全
を
祈
願
し
た
」
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
こ
と
ば
の
呪

性
」
『
文
学
』
一
九
八
六
）
。
歌
を
呪
文
と
し
て
考
え
て
い
る
一
例
で
あ
る
。

（
四
）
橋
本
達
雄
『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』
の
諸
論
考
。

（
五
）
田
辺
福
麻
呂
歌
集
と
巻
十
八
（
家
持
と
の
贈
答
）
は
と
り
あ
え
ず
同
様
に

扱
っ
た
。

（
六
）
三
浦
佑
之
「
う
た
い
手
と
し
て
の
〈
わ
れ
ど
（
「
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学

，
閉
」
一
九
八
九
）
、
野
田
浩
子
「
古
代
の
旅
人
た
ち
」
弓
古
代
文
学
講
座

５
」
一
九
九
四
）
。
な
お
、
野
田
氏
は
一
八
○
○
歌
の
「
行
き
の
す
す
み
に
」

も
含
め
て
旅
人
の
過
失
を
一
不
す
と
論
じ
る
が
、
行
路
死
人
歌
を
一
様
に
捉
え

た
上
で
の
結
論
で
あ
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

（
七
）
「
死
者
の
歌
」
（
「
文
学
』
一
九
七
二
）

（
八
）
「
恋
の
避
路
と
直
路
」
（
『
古
代
の
恋
愛
生
活
」
一
九
八
七
）

（
九
）
『
風
土
記
』
引
用
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

二
○
）
諸
注
釈
で
は
「
家
も
‘
あ
ら
な
く
に
」
は
雨
（
雪
）
宿
り
を
す
る
家
も
な

い
の
に
、
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
旅
人
の
本
意
で
は
な
い
が
そ
の
地
に
留

ま
る
と
い
う
意
味
で
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
十
二
『
続
日
本
紀
」
引
用
は
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
十
二
）
藤
井
貞
和
「
語
り
と
は
何
か
ｌ
「
万
葉
集
』
二
物
語
文
学
成
立
史
』

一
九
八
七
）
、
古
橋
信
孝
注
二
）
論
文
な
ど
。

（
十
三
）
大
伴
家
持
の
「
鄙
」
意
識
に
関
し
て
は
、
呉
哲
男
「
苑
の
系
譜
」
弓
文

学
』
一
九
八
六
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。
大
君
の
食
す
国
で
あ
れ
ば
い
ず
れ

の
土
地
も
同
じ
だ
と
い
う
前
提
の
も
と
で
こ
そ
、
霊
公
烏
の
よ
う
に
固
有
性

を
持
た
な
い
も
の
を
景
と
し
て
歌
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
十
四
）
他
の
行
路
死
人
歌
で
は
、
死
人
は
「
値
」
「
臥
」
と
あ
る
。
「
堰
」
は
も

っ
ぱ
ら
死
人
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
旅
に
関
わ
る
言
葉
で
は
あ
ろ
う
か
ら
歌

わ
れ
る
生
前
が
旅
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
一
貫
し
て
い
る
。

（
十
五
）
こ
れ
は
福
麻
呂
の
見
方
が
よ
り
良
い
か
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
見
方
が
違
う
の
で
、
あ
る
。

（
十
六
）
四
二
六
の
「
国
忘
れ
た
る
家
待
た
ま
く
に
」
は
「
国
」
を
問
う
も
の
で

は
な
く
、
厳
密
な
意
味
で
の
対
で
は
な
い
。
ま
た
古
橋
氏
は
憶
良
の
熊
凝
歌

（
八
八
六
）
に
「
国
に
在
ら
ぱ
父
と
り
見
ま
し
家
に
在
ら
ば
母
と
り
見
ま

し
」
と
あ
る
こ
と
を
あ
げ
る
が
、
熊
凝
歌
の
成
立
に
は
憶
良
が
官
人
で
あ
る

こ
と
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
｜
般
化
す
べ
き
で
な
い
。
辰
巳
正
明
氏
「
孝

五
四



補
記
本
稿
は
日
本
文
学
協
会
第
十
六
回
研
究
発
表
大
会
（
一
九
九
六
年
七
月
、

於
立
命
館
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
席
上
御
教
示
を
賜

七
四
）
な
ど
参
考
。

（
十
七
）
三
浦
氏
注
（
‐

於
立
命
館
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る

っ
た
諸
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

悌
ｌ
熊
凝
悼
亡
歌
序
」
（
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
’
九
八
七
、
初
出
一
九

田
辺
福
麻
呂
の
行
路
死
人
歌

（
わ
た
な
べ
・
り
ょ
う
い
ち
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

（
七
）
論
文
。

五
五


