
島
木
赤
彦
に
関
す
る
一
資
料

「局
部
的
文
学
と
民
衆
的
文
学
と
を
論
ず
」
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島
木
赤
彦
の
代
表
的
著
述
で
あ
る

『歌
道
小
見
』
(大
正
十
三
年

五

月

岩

波

書
庖
)
に

「
万
葉
集
の
系
統
」
と
題
す
る
一
文
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
大
正
八

年
十
月
に
慶
応
義
塾
図
書
館
に
お
い
て
行
っ
た
講
演
の
記
録
に
同
書
の
刊
行
の

際
、
訂
補
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
大
正
八
年
の
時
点
に
お
け
る
赤
彦
に
つ
い

て
知
る
に
は
講
演
当
時
の
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
八

年
十
月
号
の

『信
濃
教
育
』
及
び
九
年
一
月
号
の

『
ア
ラ
ラ
ギ
』
(新
年
特
別
号
)

に
掲
載
さ
れ
た
ま
ま
、
赤
彦
全
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
き

ご
ろ

『信
濃
教
育
』
所
載
の
記
録
に
も
と
き
つ
い
て
こ
の
講
演
の
意
義
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
、
「
島
木
赤
彦
の
「
万
葉
集
の
系
統
」
に
つ
い
て
鍛
錬
道
の
成
立

」
と
題
す
る
小
論
を
稿
し
、

『文
芸
研
究
』
第
百
四
十
集

(平
成
七
年
九
月
)

に
寄
せ
た
。

と
こ
ろ
で
赤
彦
は
、
右
の
講
演
を
行
っ
た
と
同
時
期
に
発
行
さ
れ
た
『雄
鰭
』

の
八
年
十
月
特
別
号
に
「
局
部
的
文
学
と
民
衆
的
文
学
と
を
論
ず
|
和
歌
と
民

謡
に
就
い
て
|
」
と
題
す
る
文
章
を
寄
稿
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
も
全
集
に
収

録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
全
集
第
七
巻
の

「巻
末
記
」
に
「
本
全
集

第
三
巻
の
「
万
葉
集
の
系
統
」
と
殆
ど
相
違
な
い
の
で
之
を
省
略
し
た
こ
と
を

附
記
し
て
置
く
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
内
容
は
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
と
は
い
う
も
の
の
相
違
も
存
し
て
い
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
「
万
葉
集

の
系
統
」
講
演
当
時
の
記
録
が
全
集
未
収
録
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
こ
の
論
文

に
も
資
料
と
し
て
の
価
値
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

に
つ
い
て

宮

康
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論
文
は
講
演
と
叙
述
の
順
序
を
異
に
し
て
い
る
が
、
実
感
の
「
直
接
表
現
」

と
「
間
接
表
現
」
と
い
う
表
現
方
法
の
違
い
か
ら
隆
達
の
小
唄
と
弄
斎
節
、
万

葉
集
と
古
今
集
、
勅
撰
集
と
風
俗
歌
、
三
味
線
唄
と
そ
の
他
の
民
話
を
区
別
し
、

こ
れ
を
「
民
衆
的
文
学
」
と
「
局
部
的
文
学
」
と
い
う
概
念
で
総
括
し
、
文
学

と
し
て
の
価
値
の
高
下
を
論
じ
て
い
る
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

規
準
を
近
代
短
歌
に
も
及
ぼ
し
て
与
謝
野
鉄
幹
夫
妻
と
正
岡
子
規
の
文
学
の
相

違
に
説
き
及
ん
で
い
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
維
新
後
に
お
け

る
和
歌
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
、
「
精
神
な
き
形
骸
の
破
壊
せ
ら
れ
る
の
は
容

易
な
こ
と
で
あ
る
。
明
治
の
改
新
は
あ
ら
ゆ
る
区
別
的
局
在
を
破
壊
し
て
普
遍

的
に
し
民
衆
的
に
し
た
。
左
様
な
機
運
の
至
る
と
共
に
今
迄
の
貴
族
的
局
在
的

和
歌
が
打
ち
破
ら
れ
て
、
民
衆
的
和
歌
が
新
し
く
現
れ
て
来
る
の
は
自
然
の
趨

勢
で
あ
る
。
」
と
肯
定
し
、
鉄
幹
夫
妻
が
子
規
と
並
ん
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
を
「
古
き
和
歌
の
形
骸
を
破
っ
て
改
新
の
声
を
挙
げ
た
も
の
に
落
合
直

文
の
系
統
を
引
い
た
与
謝
野
氏
夫
妻
が
あ
り
、
一
方
に
正
岡
子
規
が
あ
る
。
此

両
者
の
主
張
は
全
然
相
反
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
明
治
時
代
和
歌
改
新
の
道
を

拓
い
た
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
夫
れ
は
何
れ
も
在

来
の
貴
族
的
和
歌
を
破
壊
し
て
民
衆
的
な
も
の
に
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
意

義
を
有
し
得
て
ゐ
る
。
」
と
意
義
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
講
演
で
は
、
両
者
が
立
場
を
異
に
す
る
こ
と
は
述
べ
て
い
る

も
の
の
、
そ
の
文
学
の
価
値
如
何
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
鉄
幹
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と
立
会
い
の
場
で
行
っ
た
講
演
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
論
文
で

は
、
子
規
の
写
生
主
義
に
つ
い

て
の
自
身
の
解
釈
を
前
面
に
推
し
出
し
、
「
与
謝

野
氏
の
歌
は
民
衆
的
で
あ
っ
て
も
夫
は
民
衆
の
弱
所
を
現
し
て
ゐ
る
。
子
規
の

歌
は
民
衆
の
真
剣
な
心
を
現
し
て
ゐ
る
。
与
謝
野
氏
は
挑
発
す
る
。
子
規
は
鍛

錬
を
す
る
。」
と
子
規
の
側
に
立
っ

て
、
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ

る。
さ
ら
に
大
き
な
相
違
は
、
講
演
の
後
半
で
力
説
し
て
い
た
「
鍛
錬
道
」
に
つ

い
て
の
記
述
が
論
文
に
は
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
論
文
は
「
民
衆
的
に
改

新
せ
ら
れ
て
ゐ
る
短
歌
が
今
後
如
何
に
し
て
民
衆
的
に
銑
錬
せ
ら
れ
て
、
日
本

民
族
の
究
極
的
真
剣
な
心
を
直
接
に
表
現
す
る
の
道
た
ら
し
め
得
る
か
と
い
ふ

こ
と
が
、
現
今
短
歌
作
者
の
聞
に
考
へ
ら
る
べ
き
、
最
も
重
要
な
る
問
題
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
刻
下
の
課
題
と
す
べ
き
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
鍛
錬
道
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
論

述
を
文
学
の
範
囲
に
限
定
し
た
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
民
衆
的
文
学
」
に
つ
い
て
の
赤
彦
の
関
心
は
、

『
ア
ラ
ラ
ギ
』
の
大
正
三
年

十
一
月
号
及
び
四
年
一
月
号
に
掲
載
し
た
「
伊
豆
僅
謡
考
」
あ
た
り
か
ら
見
出

さ
れ
る
が
、

重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
六

年
に

『
ア
ラ
ラ
ギ
』『
珊
瑚
礁
』
に
掲
載
し
た
「
隆
達
の
小
唄
」
や
「
万
葉
集
古

今
集
小
唄
」
な
ど
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に

西
洋
社
会
に
出
現
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
が
圏
内
に
輸
入
さ
れ
、
言
論
界

に
新
潮
流
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
の
関
わ
り
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
は
い
っ
て
も
赤
彦
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
思
想
に
全
面
的
に
共
鳴
し
た
わ
け

で
は
な
い
。「
我
国
太
古
よ
り
万
葉
集
に
至
る
ま
で
の
歌
は
全
然
日
本
民
族
の
歌

謡
で
あ
る
。
我
国
は
国
初
よ
り
氏
族
の
制
が
現
存
し
て
、
貴
賎
上
下
の
別
が
明

か
で
あ
っ
た
と
は
い
で
貴
賎
上
下
の
区
別
は
相
互
の
親
睦
を
疎
隔
す
る
障
壁

と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
か
、
「
短
歌
の
民
衆
的
に
な
っ
て
ゐ
る
こ

と
は
テ
モ
ク
ラ
シ
!
の
流
行
よ
り
も
ズ
ツ
と
以
前
に
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ

る
。」

と
か
と
記
し
て
い
る
赤
彦
に
お
け
る
「
民
衆
」
が
、
階
級
史
観
に
も
と
づ

く
そ
れ
と
同

一
の
概
念
を
持
つ
も
の
で
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
「
民
衆
」
と
い
う
言
葉
は
当
時
に
あ
っ
て
は
多
様
な
意
味
を
内
包
す
る
暖

昧
な
言
葉
で
あ
っ
た
。

赤
彦
は
し
か
し
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
思
想
の
潮
流
に
洗
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
学
と
民
衆
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
目
を
聞
か
れ
、
思
索
を
深
め
た
。
そ
の
思

い
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
思
想
の
昂
揚
期
を
迎
え
た
こ
の
時
期
に
な
っ
て
い
っ
そ
う

強
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
切
実
な
る
現
実
相
に
よ
っ
て
動
き
止

ま
ざ
る
民
衆
の
力
は
常
に
不
可
抗
力
で
あ
る
。
」
の
ご
と
き
強
い
調
子
の
言
説
が

そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
論
文
は
、
歌
道
理
念
で
あ
る
と
共
に
生
活
原
理
と
も
し
た
「
鍛
錬
道
」

を
説
い
た
「
万
葉
集
の
系
統
」
の
講
演
に
わ
ず
か
に
先
立
つ
時
期
に
執
筆
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
赤
彦
の
思
索
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て

注
目
す
べ
き
資
料
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

論
文
の
掲
載
さ
れ
た
『雄
掃
』
は
、
明
治
四
十
三
年
二
月
に
野
間
清
治
に
よ
っ

て
創
刊
さ
れ
、
昭
和
十
六
年
十
月
ま
で
継
続
し
た
大
日
本
雄
弁
会
発
行
の
月
刊

雑
誌
で
あ
る
。
寄
稿
の
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

『日
本
近
代
文
学
大
事

典
』
(
日
本
近
代
文
学
館
編
昭
和
五
二

・
一
一
講
談
社
)
に
「
大
正
六
年
六

月
紙
面
を
刷
新
、
こ
れ
ま
で
の
雄
弁
本
位
か
ら
総
合
雑
誌
へ
の
脱
皮
を
は
か
り
、

九
年

一
O
月
「
現
代
」
の
創
刊
に
よ
り
も
と
の
弁
論
雑
誌
に
も
ど
る
ま
で
の
三

年
ほ
ど
は
、
そ
れ
ま
で
低
調
だ

っ
た
文
芸
欄
も
充
実
し
た
。」
と
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
し
て
、
文
芸
方
面
の
充
実
に
力
を
入
れ
て
い
た
編
集
者
か
ら
の
求
め
に
応

じ
て
寄
稿
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ル
ビ
の
大
部
分
は
編
集
者
が
付
し
た
も

の
で
あ
る
。
明
瞭
な
誤
植
も
そ
の
ま
ま
に
存
し
て
、

〔原
〕
と
注
記
し
た
。
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部
的
文
皐
と
民
衆
的
文
皐
と
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和
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，烏

木

彦

赤

「局部的文学と民衆的文学とを論ず」 について

た
だ
置
い
て
、
霜
に
う
た
せ
よ
、
科
は
な
、

ほ
ど
に

み

せ

ん

ひ

と

三
味
線
小
唄
の
鼻
祖
と
言
は
る
る
隆
達
節
の
一
つ
で
あ
る
。
女
が
育
か
ら
待
っ

と
こ
ろ

き

ま

て
ゐ
る
所
へ
、
男
、
が
夜
ふ
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
待
ち
あ
ぐ
ん
で
腹
の
立
つ
の

そ

ん

な

し

ん

U
つ

う

ら

は
女
の
心
が
己
異
質
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
内
へ
は
入
れ
ぬ
。
庭
に
置
い
て
霜
に

に

〈

か

め

い

打
た
せ
よ
と
い
ふ
の
は
可
愛
さ
の
齢
っ
た
憎
さ
の
心
で
あ
る
。
可
愛
さ
と
憎
さ

の
心
が
先
き
に
立
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
努
頭
に
「
只
お
い
て
霜
に
打
た
せ
よ
」
と

で

こ

う

た

出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此
の
唄
の
場
合
「
只
」
に
は
意
義
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
y
て
う
し

お

ふ
〈
し

只
調
子
を
強
め
る
た
め
に
白
か
ら
置
か
れ
た
副
詞
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
「
霜

に
打
た
せ
よ
」
と
言
ふ。

霜
に
逢
は
せ
よ
、
霜
に
ふ
ら
れ
よ
と
言
は
ず
し
て
「
打

こ
-
フ
LR

ん

か

や・
ヲ

て

・

フ

た
せ
よ
」
と
言
っ
た
の
は
強
調
さ
れ
た
充
奮
の
心
が
、
白
か
ら
斯
様
な
強
い
調

，ih
〉

λ
，

子
の
詞
を
索
め
た
の
で
あ
る
。
冗
奮
の
心
が
強
い
詞
と
な
っ
て
現
れ
て
ゐ
る
か

ひ

交

と

も

れ

ゆ

ち

う

い

ら
各
の
詞
が
多
く
強
い
響
き
を
も
っ
た
舌
一
音
を
伴
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
す
ベ

う

た

ち

ょ

〈

せ
つ
へ
う
げ
ん

き
で
あ
る
。
斯
様
な
唄
を
予
は
質
感
の
直
接
表
現
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

ら

よ

〈

せ

つ

ひ

し

ま

直
接
で
あ
る
か
ら
心
と
詞
と
共
に
引
き
緊
っ
て
作
者
の
心
が
宛
ら
に
歌
謡
の

上
に
生
動
す
る
の
で
あ
る
。
比
喰
や
酒
漉
や
穿
ち
は
弛
緩
し
た
心
か
ら
生
る
る

へ

う

げ

ん

み

調
の
上
の
遊
び
で
あ
っ
て
表
現
が
多
く
間
接
で
あ
る
。
考
へ
て
見
ね
ば
意
義
が

わ

か

り

〈

つ

り

か
い

分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
分
勺
て
も
そ
れ
は
理
屈
や
筋
道
の
理
解
が
出
来
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
作
者
の
質
感
を
宛
ら
に
読
者
に
侍
へ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。

で
フ
げ
ん

と

質
感
か
ら
表
現
ま
で
に
迂
齢
曲
折
の
道
程
を
取
る
か
ら
で
あ
る
。

夜
ふ
け
て
来
た
が
、
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そ
の
迂
齢
曲

し

ゃ

れ

ぎ

か

う

r
か
う
な
ど

折
の
道
程
を
酒
躍
の
技
巧
、
穿
ち
の
技
巧
、
比
喰
の
技
巧
等
と
名
づ
け
る
の
で

み
ら
〈
さ

あ
っ
て
、
斯
様
な
技
巧
は
歌
謡
の
上
の
道
草
で
あ
る
。
道
草
を
食
ふ
の
は
大
も

じ

っ

か

ん

あ

そ

ゆ

る

〔
郎
〕

と
の
質
感
が
遊
び

E
つ
弛
る
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
遊
び

E
つ
弛
る
ん
で
ゐ
る

う

ま

げ

い

じ

ゅ

つ

な

づ

心
か
ら
生
れ
る
整
術
を
堕
落
の
翠
術
と
名
け
る
の
で
あ
る
。

お

も

ゑ

し

ゃ

く

わ

す

思
ひ
よ
ら
ず
の
、
曾
緯
の
ふ
り
や
、
怨
み
の
言
ぞ
、
は
た
と
忘
れ
た
。

お

会

こ

う

た

う

ら

み

(版
〕

お
む

同
じ
く
隆
達
節
の
小
唄
で
あ
る
。
逢
う
た
ら
怨
み
の
詞
を
重
さ
う
と
思
っ
て

よ
わ

ゐ
る
の
は
思
ひ
切
ら
れ
ぬ
未
練
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
未
練
の
心
は
弱
い
心
で

で

あ

ゑ

し

ゃ

く

あ
る
。
ふ
と
出
逢
う
た
時
そ
っ
け
な
い
舎
稗
を
す
る
だ
ら
う
と
思
ひ
設
け
た
心

お

も

ゑ

し

ゃ

〈

う

ら

は
違
っ
て
、
思
ひ
よ
ら
ず
の
打
解
け
た
曾
韓
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
怨
み
の
言

わ

す

〈

さ

ん

ぞ
は
た
と
忘
れ
た
」
の
一
句
千
鈎
の
重
み
を
帯
び
て
生
動
す
る
の
で
あ
る
。
「
は

わ

す

う

ご

へ

う

げ

ん

た
と
忘
れ
た
」
の
「
は
た
」
は
此
場
合
質
感
の
動
き
を
最
も
直
接
に
表
現
し
得

た

い

わ

す

ひ

ダ

た
詞
で
あ
る
。
「
は
た
」
に
封
し
て
、
「
忘
れ
た
」
と
結
ん
だ
一音
調
の
響
き
も
作

え

ゐ

者
主
観
の
調
子
に
ぴ
た
り
と
合
し
得
て
居
る
の
で
あ
る
。

隆
達
節
の
歌
謡
が
悉
く
隆
達
の
作
で
あ
る
か
否
か
は
予
の
分
ち
得
ぬ
所
で
あ

こ
と

げ

い

さ

い

り

う
た
つ

こ

う-
た

し

ゅ

る
が

(殊
に
雑
誌
「
歌
舞
音
曲
」
に
掲
載
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
隆
達
小
唄
百
首
な

め

づ

ら

ど

う

る
も
の
は
、
珍
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
予
に
は
疑
は
し
い
も
の
で
あ
る
)
同

一

さ
〈

か

む
ほ

作
家
か
ら
出
た
も
の
の
多
い
と
見
え
る
の
は
隆
達
節
小
唄
の
特
長
が
そ
の
多
く

か

ち

の
歌
謡
に
一
貫
し
て
現
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
隆
達
節
小
唄
の
慣
値
に
就
い

ろ

ん

つ

〈

と

へ
う
げ
ん

て
は
別
に
論

e

せ
ね
ば
悉
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
見
に
角
そ
の
表
現
の
多
く
直
接

お

て

ん

ぷ

ん

が
〈
て

き

さ

〈

ひ

ん

い

う

性
を
帯
び
て
ゐ
る
貼
に
於
て
彼
の
小
唄
は
文
筆
的
作
品
と
し
て
の
生
命
を
有
し

得
る
の
で
あ
る
。

す

こ

う

た

隆
達

(文
雄
|
度
長
)
か
ら
直
ぐ
後
に
出
た
弄
爾
節
の
小
唄
に
な
る
と
之
が

ぜ

ん

ぜ

ん

は

ん

た

い

て

い

へ

う
げ
ん

全
然
反
封
の
観
を
呈
し
て
ゐ
る
。
隆
達
節
小
唄
の
表
現
が
直
接
な
る
に
封
し
て

か

ん

せ

っ

か

え

う

い

の

ら

之
は
又
極
端
に
間
接
で
あ
る
。
従
っ
て
前
者
の
歌
謡
の
生
き
/
¥
し
た
命
を
持

せ
い

び

う

ら

っ
て
居
る
に
封
し
て
、
後
者
は
外
形
を
整
備
せ
し
め
た
人
形
で
あ
る
。
内
に
護
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伝

き

よ

だ

っ

さ

よ

だ

っ

す
る
力
が
無
く
て
、
外
に
虚
脱
し
た
形
骸
が
あ
る
。
虚
脱
し
た
形
骸
を
整
へ
る

ひ

ゆ

け

ん

た
い

た
め
に
酒
一
躍
が
あ
る
、
比
喰
が
あ
る
。
穿
ち
、
比
幡
、
酒
漉
は
倦
怠
し
た
心
か

め

〈

び

か

ん

せ

つ

わ

ゆ

ぬ

ら
生
れ
出
る
欠
岬
よ
り
も
更
ら
に
間
接
な
る
に
於
て
生
ま
温
る
い
の
で
あ
る
。

，、，U

唱。

よ
し
ゃ
今
宵
は
去
ら
ば
く
も
れ
、
と
て
も
涙
で
見
る
月
を
。

す

ま

や

ま

以

住
め
ば
浮
世
に
思
ひ
の
増
す
に
、
月
と
入
ら
ば
や
山
の
端
に
。

き
ゃ
う
ぐ
う

U
ロ
ん

前
者
自
分
の
境
遇
を
歎
く
心
で
あ
ら
う
。
自
分
の
境
過
を
歎
く
心
な
ら
ば
、
直

伝

げ

か

え

う

接
に
其
の
歎
き
を
歌
謡
の
う
へ
に
現
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
月
が
告
ら
ば
去

か

ん

へ

う

げ

ん

へ

う

げ

ん

れ
な
ど
と
言
っ
て
ゐ
る
の
が
間
接
の
表
現
に
な
り
、
酒
漉
の
表
現
に
な
る
の
で

し

ん

げ

ん

ど

あ
る
。
月
の
曇
る
公
ら
ぬ
な
ど
は
、
長
剣
の
心
に
封
し
て
は
何
う
で
も
よ
い
の

ど

さ

ん

ぼ

で
あ
る
。
何
う
で
も
よ
い
齢
所
ご
と
に
心
が
散
歩
し
て
ゐ
る
か
ら
、
詞
が
道
草

み

は

か

会

え

ん

せ

い

か

ん

を
食
ふ
の
で
あ
る
。
後
者
も
自
分
の
身
を
修
む
厭
世
感
を
歌
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

し

ひ

印

し

ゅ

ら
う
。
「
月
と
入
ら
ば
や
山
の
端
に
」

は
比
憾
で
あ
り
、

一
種
の
酒
漉
で
あ
る
。

い
と

す

こ
、
:つ
む
ち

世
を
厭
う
て
身
を
損
て
る
ま
で
の
惨
な
い
心
持
を
歌
は
う
と
す
る
時
、
左
様
な

し
ゃ

れ

ゐ

、

、

、

し
よ
い
う
し
ゃ

比
織
や
酒
漉
を
言
っ
て
居
ら
れ
る
の
は
齢
程
の
ん
き
な
心
の
所
有
者
で
あ
る
。

つ

や

ま

は

少
く
も
突
き
詰
め
た
心
の
所
有
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
月
の
山
の
端
に
入
る

さ
い
は
う

U
や

う

ど

た

と

と

う

し

市

の
を
西
方
浄
土
に
向
ふ
心
に
鳴
ふ
る
は
古
来
よ
り
の
踏
襲
で
あ
る
。
踏
襲
を
そ

も

ら

さ

〈

し

ゃ

あ

ら

は

と

〈

の
ま
〉
に
用
ひ
て
ゐ
る
所
に
も
作
者
の
特
殊
性
の
な
い
乏
が
現
れ
て
ゐ
る
。
特

し

め

せ

い

と

さ

ゆ

う

ま

殊
性
の
現
る
〉
は
民
創
の
心
に
住
す
る
時
で
あ
る
。
弛
る
ん
だ
心
か
ら
生
れ
る

Eh

は

ん

せ

い

か

も
の
は
普
汎
性
で
あ
る
。
此
二
つ
の
歌
謡
に
特
殊
性
の
融
け
て
ゐ
る
所
以
は
作

か
ん
せ
つ

者
の
心
が
弛
る
ん
で
ゐ
る
た
め
で
あ
る
。
弛
る
ん
で
ゐ
る
か
ら
間
接
の
表
現
に

ひ

ゆ

τき
へ

う

げ

ん

へ

う

げ

ん

・ど
〈
し
ゅ
せ
い

な
り
比
倫
的
表
現
に
な
り
駄
酒
漉
な
表
現
に
な
っ
て
歌
謡
の
特
殊
性
を
失
う
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

お
お
よ
そ

っ

う

い

た

か

え

う

大
凡
弄
爾
節
以
下
徳
川
時
代
を
通
じ
て
今
日
に
至
る
三
味
線
小
唄
の
歌
謡
な

る
も
の
は
、
そ
の
長
唄
な
る
と
端
唄
な
る
と
一
節
切
な
る
と
大
津
繕
な
る
と
に

ろ

ん

か

ん

せ

っ

て
き

へ

う

げ

ん

げ

ん

し

ゃ

う

ゆ
ゑ

論
な
く
、
悉
く
間
接
的
表
現
に
堕
在
す
る
の
現
象
を
来
し
た
の
は
何
の
故
で
あ

reほ
ほ

ん

て

ぐ

み

は

で

ぐ

み

う

ら

や

み

そ

ん

隆
達
節
富
時
に
は
猶
本
手
組
端
手
組
裏
組
な
ど
の
三
味
線
小
唄
が
存

あ
ひ
れ
ゆ

ら

の

こ

そ
の
唱
歌
は
隆
達
節
と
相
併
ん
で
生
き
/
¥
し
た
作
品
を
今
日
に
追

ou
ぷ
し

U
だ

い

〈

わ

〈

し
て
ゐ
る
。
夫
れ
が
隆
達
節
時
代
と
弄
爾
節
時
代
と
極
め
て
僅
か
な
年
所
を
剖

〈

ペ

つ

な

ぜ

げ

ん

し
て
裁
然
た
る
匡
別
を
示
し
て
ゐ
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
予
想
ふ
に
そ
の
源

い

ん

い

〈

ぢ

う

え

う

げ

ん

い

ん

因
幾
つ
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
尤
も
重
要
な
る
源
因
は
、

三
味
線
唄
な
る
も
の
が
、

と

く

し

め

ら

う

し

ん

民
衆
的
に
襲
達
せ
な
く
て
花
柳
枇
舎
と
い
ふ
特
殊
な
一
匝
剖
を
中
心
と
し
て
、

ほ

ぞ

ん

お

も

そ
の
直
域
内
に
保
存
せ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

に
ん
が
〈

U
っ
た
つ

S
よ
〈
げ
ん

文
同
干
が
民
衆
的
に
護
達
せ
ず
し
て
或
る
直
剖
の
う
ち
に
局
限
せ
ら
る

〉
時、

た

う

し

よ

う

し

伝

ほ

苧

ん

嘗
初
の
生
き
/
¥
し
た
性
命
が
失
は
れ
て
萎
縮
せ
る
外
形
の
み
が
保
存
せ
ら
る

た
う

ぜ

ん

や

み

ん

し

う

る
こ
と
嘗
然
で
あ
る
。
切
買
な
る
現
質
相
に
よ
っ
て
動
き
止
ま
ざ
る
民
衆
の
力

は
常
に
絶
大
不
可
抗
で
あ
る
。
そ
れ
に
針
し
て
一
直
剖
の
う
ち
に
局
限
せ
ら
る

せ

い

〈

わ

っ

み

ん

し

‘フ

て

さ

せ

い

く

わ

っ

せ

い

し

ん

す

〈

〔
肱
〕

る
も
の
〉
生
活
は
そ
の
生
活
精
神
が
民
衆
的
生
活
精
神
と
交
渉
の
少
け
れ
ば

む

〈

わ

ん

た

う

せ

ん

少
な
い
ほ
ど
弛
緩
し
た
生
活
に
な
る
べ
き
こ
と
嘗
然
で
あ
る
。
弛
緩
し
た
生
活

ら
〈
b
ん

こ

お

ろ

ら

く

わ

ん

か
ら
弛
緩
し
た
心
が
生
ま
れ
、
弛
緩
し
た
心
か
ら
弛
緩
し
た
文
撃
が
生
ま
れ
る

l
r舎
は

た

ず

せ

い

ぜ

こ
と
是
亦
甚
だ
富
然
の
順
序
で
あ
る
。
菅
に
文
撃
の
み
で
な
い
。
政
治
は
政
治

枇
舎
と
言
ふ
一
臣
剖
を
作
っ
て
其
所
に
局
在
す
べ
き
で
な
く
、
宗
教
は
宗
教

し
ゃ
〈
わ
い

こ
む

枇
舎
と
い
ふ
一
匝
割
に
立
て
能
る
べ
き
で
な
く
、
教
育
は
教
育
枇
曾
と
い
ふ
一

〈
〈
わ
〈

匝
剖
に
立
て
能
る
べ
き
で
な
い
こ
と
文
撃
の

一
匝
割
に
局
在
す
べ
か
ら
ざ
る
と

こ
と
合

〔阪

〕

か

え
う

異
ら
な
い
の
で
あ
る
三
味
線
小
唄
の
歌
謡
が
隆
達
以
後
幾
ば
く
を
も
経
ず
し
て

だ

ざ

い

〈

わ

ん

け

い

外
形
的
に
堕
在
し
た
事
を
如
上
の
閥
係
に
よ
っ
て
説
明
せ
ん
と
す
る
こ
と
必

む

け

い

よ

〈

わ

ん

け

い

し
も
無
稽
で
な
い
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
予
は
こ
の
関
係
を
更
ら
に
寓
葉
集
の

こ

ぎ
ん
し
ふ

お

の

み

歌
と
古
今
集
以
後
の
歌
と
に
推
し
及
ぼ
し
て
叙
ベ
て
見
る
。

我
園
太
古
よ
り
寓
葉
集
に
至
る
ま
で
の
歌
は
全
然
日
本
民
族
の
歌
謡
で
あ

わ
が
〈
に

げ

ん

宇

ん

ぺ

つ

る
。
我
園
は
園
初
よ
り
氏
族
の
制
が
厳
存
し
て
、
貴
賎
上
下
の
別
が
明
か
で
あ

き

せ

ん

口

ゃ

う

け

し

ん

ぼ

〈

し
ゃ
う
へ
き

っ
た
と
は
い
で
貴
賎
上
下
の
匿
別
は
相
互
の
親
睦
を
疎
隔
す
る
障
壁
と
は
な

在ごら
しう
てか



「局部的文学と民衆的文学とを論ず」について

会

つ

れ
ん
か

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
は
菜
摘
み
の
少
女
に
卒
気
で
慰
歌
を
送
つ

か
い
〈
わ
ん
へ
き
と
う

て
居
ら
れ
る
。
そ
の
態
歌
を
高
葉
集
の
編
者
は
疑
は
ず
し
て
開
巻
努
頭
に
掲
げ

て
ゐ
る
。
持
統
天
皇
は
語
部
の
姐
に
、

い
伝

し

ひ

し

き

否
と
い
へ
ど
語
る
志
斐

(姐
の
名
)
の
が
強
い
が
た
り
こ
の
ご
ろ
聴
か

あ
れ
こ

ず
し
て
朕
態
ひ
に
け
り

と
い
う
歌
を
賜
っ
て
居
ら
れ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
姐
は
、

い

ト

ゆ

か

た

の

し

ひ

ま

う

し

否
と
い
へ
ど
語
れ
/
¥
と
宣
ら
せ
こ
そ
志
斐
い
は
奏
せ
強
い
が
た
り

の

と
宣
る

と
答
へ
奉
っ
て
ゐ
る
。
我
こ
そ
否
や
/

¥
と
奏
す
れ
ど
も
、
陛
下
が
語
れ
ノ

¥

の

し

ひ

か

た

そ

と
宣
ら
す
れ
ば
こ
そ
此
の
志
斐
は
語
り
奏
す
る
の
で
あ
る
。
夫
れ
を
陛
下
が
強

が
た

の

こ
た

い
語
り
と
宣
ら
す
る
の
は
聞
え
ま
せ
ぬ
と
答
へ
奉
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我
園

U
ゃ
う
げ

〈

ぺ

つ

わ
が
〈
に

へ
だ
当

ほ
ど
上
下
の
匿
別
の
明
か
な
園
は
な
く
、
我
園
ほ
ど
上
下
の
隔
り
の
な
い
園
の

な
い
こ
と
、
此
の

一一一

の
歌
に
依
っ
て
も
窺
ひ
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

て

ん

の

う

れ

ん

か

の

ん

天
皇
と
人
民
と
懲
歌
の
贈
答
を
な
さ
れ
て
ゐ
る
一
面
に
、
人
民
は
天
皇
を
何
慮

あ
主
ひ
と
が
み

ま
で
も
「
現
人
紳
」
と
信
じ
奉
っ
て
ゐ
る
。
高
葉
集
中
「
大
王
は
紳
に
し
在
せ

ば
云
々
」
と
い
ふ
歌
は

一
二

に
止
y
ま
ら
な
い
。
此
所
が
我
が
図
柄
の
柳
か
他

ぺ
い
こ
〈
U
ん

ぜ

っ

た

い

か

r

と
異
る
所
殊
に
米
国
人
な
ど
の
絶
封
に
窺
ひ
知
る
可
き
限
り
で
な
い
所
で
あ
っ

さ

や

う

み
ん
ぞ
〈
せ
い
〈
わ
っ

r-

て
、
左
様
な

一
園
を

一
固
と
す
る
民
族
生
活
か
ら
歌
ひ
出
さ
れ
た
も
の
が
、
太

う
た

U
つ
か
ん

古
よ
り
寓
葉
集
に
至
る
歌
謡
で
あ
る
。
高
葉
集
の
歌
が
す
べ
て
質
感
の
直
接
表

ち
か
ら

と
む

あ

つ

ゆ

ゑ

ん

現
で
あ
っ
て
、
力
と
勢
と
共
に
寓
世
に
亙
っ
て
人
を
座
す
る
に
足
る
所
以
の
も

ヴ

ん

い

ん

み

ん

宇

〈

て
主

の
は
、
そ
の
源
因

一
二
に
し
て
止
ジ

ま
ら
な
い
と
は
言
へ

、
民
族
的
の
歌
で
あ

で

う

け

ん

め

ら

そ

る
と
い
ふ
こ
と
が
大
な
る
僚
件
を
成
し
て
ゐ
る
こ
と
は
学
は
れ
な
い
の
で
あ

る
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よ

ね

ん

い

た

高
葉
集
か
ら
百
齢
年
を
経
た
古
今
集
に
至
る
と
、
そ
の
翻
が
が
ら
り
と
嬰
つ

ま
ん
え

品

し

ゅ

じ

っ

か

ん

さ

う

し

つ

て
し
ま
ふ
。
高
葉
集
か
ら
古
今
集
に
移
れ
ば
質
感
の
感
受
は
殆
ど
喪
失
し
て
目

せ
い
と
ん

U
つ

か

ん

へ

う

げ

ん

に
立
つ
も
の
は
外
形
の
整
頓
で
あ
る
。
質
感
の
根
ざ
し
が
薄
い
か
ら
其
の
表
現

こ
ぎ
ん
し
ふ
か
い
く
わ
ん
へ
き
と
う

が
多
く
間
接
で
あ
り
、
遊
戯
で
あ
る
。
古
今
集
開
巻
努
頭
の

と
し

う

包

U
る

Z

ひ
と

ζ

ぞ

こ

と

し

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り

一
と
せ
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
言
は
む

た
れ

U
つ

か

ん

う

を
読
ん
で
誰
か
痛
切
な
る
質
感
の
響
き
に
共
鳴
し
得
る
も
の
が
あ
る
か
。
査
開

い
で

の
心
が
遊
戯
か
ら
生
ま
れ
出
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

き

〈

ひ

る

お

も

付

音
に
の
み
菊
の
白
露
よ
る
は
お
き
て
笠
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ
ベ
し

高
葉
集
の
踏
の
歌
の
何
れ
を
持
っ
て
来
て
こ
の
歌
の
前
に
置
く
と
も
此
の
歌
は

し

ゆ

き

〈

光
を
消
し
て
し
ま
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
首
が
菊
の
比
倫
で
あ
る
。
菊
も
現
れ
ず

や

こ

と

ば

む

い
う

r
か
ん
い
や
わ
い

儲
も
現
れ
な
い
。
行
る
に
詞
の
掛
け
合
ひ
を
以
っ
て
し
て
ゐ
る
。
遊
戯
感
以
外

た
う
ぜ
ん

H
い
か
う

に
何
物
を
も
感
受
し
得
.
さ
る
こ
と
嘗
然
で
あ
る
。
凡
そ
斯
の
如
き
傾
向
は
古
今

つ
う

と
こ
ろ

し
ん

こ
さ
ん
し
ボ

集
以
後
す
べ
て
の
勅
選
集
に
通
ず
る
所
で
あ
っ
て
、
或
ひ
は
古
今
集
新
古
今
集

の
差
違
に
つ
い
て
説
を
な
す
も
の
あ
る
も
、
差
と
す
る
所
は
五
十
歩
と
百
歩
で

つ

う

ゐ

び

ロ

ん

が

く

て

3

あ
っ
て
、
通
ず
る
所
は
質
感
の
萎
腔
と
表
現
の
間
接
な
る
に
在
っ
て
、
文
祭
的

せ
い
の
い

お

い

お

な

性
命
を
持
ち
得
ざ
る
に
於
て
同
じ
で
あ
る
。
ハ
佐
々
木
信
網
氏
が
寓
葉
集
に
も

ち
ゃ
・フ

し

よ

ら

ゃ

う

し
よ

あ
い
ま
い

ふ

て

っ

て

い

む

長

所
あ
り
古
今
集
に
も
長
所
あ
り
と
な
す
は
暖
昧
不
徹
底
な
る
警
術
観
を
以

う

た

の

守

っ
て
歌
に
臨
ん
で
ゐ
る
た
め
で
あ
る
)

高
葉
集
と
古
今
集
と
百
四
十
年
を
隔
て
て
歌
の
命
が
杢
く
嬰
っ
て
し
ま
っ
た

り
う
た
っ
ぷ
し

わ
づ

い

の

ち

こ
と
は
、
隆
達
節
の
歌
謡
が
僅
か
な
年
所
を
隔
て
て
弄
荷
節
以
下
と
そ
の
命
を

お
む
h
u
s

異
に
す
る
こ
と
と
趣
が
似
て
ゐ
る
。
弄
背
節
以
下
の
堕
落
は
三
味
線
小
唄
が

〈
わ
り
う
し
ゃ
〈
わ
い

〈

ゐ

き

花
柳
枇
舎
を
中
心
と
し
た
匝
域
に
局
限
さ
れ
た
こ
と
を
大
な
る
源
因
と
し
て

か

ぞ

ら

よ

〈

せ

ん

し

ゅ

数
へ
た
。
古
今
集
以
下
勅
選
集
の
命
を
喪
っ
た
こ
と
は
其
の
源
因
を
何
に
求
む

べ
き
で
あ
る
か
。

高
葉
集
の
歌
の
命
あ
る
源
因
の
大
な
る
一
つ
は
、
寓
葉
集
の
歌
が
民
族
的
の

こ

と

あ

た

い

う

た

ほ

と
ん

歌
な
る
に
あ
る
事
を
場
げ
た
。
夫
に
封
し
て
古
今
集
の
歌
は
殆
ど
す
べ
て
が
官

ら

う

し

ん

あ

っ

人
の
歌
で
あ
る
。
官
人
の
歌
で
な
け
れ
ば
官
人
を
中
心
と
し
て
其
所
に
集
ま
り
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ロ
し
ゅ
P
、

〈

さ

ら

い

し

ょ

ョ

得
る
一
部
種
族
の
も
の
の
歌
で
あ
る
。
更
に
言

へ
ば
和
歌
所
と
栴
す
る
官
府
へ

こ
さ
ん
し
み

集
ま
り
得
る
官
人
を
中
心
と
し
た
一
回
の
生
ん
だ
歌
が
古
今
集
以
下
の
勅
選
集

4
L
-
フ
ー
レ

で
あ
る
。
猶
更
ら
に
言

へ
ば
藤
原
氏
の
享
祭
生
活
に
調
子
を
合
せ
得
る
官
人
の

し

酬
だ

ん

ほ

ご

あ

つ

め

一
集
圏
が
、
藤
原
氏
の
保
護
を
受
け
つ

三
詠
み
集
た
も
の
が
古
今
集
以
下
の

ち

よ

く

せ

ん

し

ゅ

み

ん

ぞ

く

て

き

こ

ぎ

ん

し

ふ

勅
選

集
で
あ
る
。
即
ち
寓
葉
集
は
民
族
的
の
歌
で
あ
り
、
古
今
集
は
官
府
の
歌

せ

い

め

い

お

よ

で
あ
る
。
そ
の
相
違
が
雨
者
の
性
命
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
よ
佐
を

ひ

て

い

こ

と

ム

ん

み

ん

否
定
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
殊
に
嘗
時
の
藤
原
氏
は
甚
し
く
人
民
を

江

口

ん

む

し

む

し

無
視
し
地
方
を
無
視
し
武
人
を
ま
で
も
無
視
し
た
。
人
民
を
無
視
し
す
べ
て
の

み

づ

む

も
の
を
無
視
し
た
藤
原
氏
は
白
か
ら
自
己
の
氏
族
を
以
っ
て

一
園
を
成
く
り
、

あ
ひ
だ

他
の
氏
族
と
の
聞
に
裁
然
た
る
直
域
を
劃
し
て

一
園
の
政
治
を
全
く
そ
の
匿
域

き
ょ
〈
ざ
い

〔原
〕

き
よ
〈

げ

ん

て

き

せ

い

く

わ

つ

ま

た

き

よ

〈

げ

ん

て

き

の
内
に
局
在
せ
し
め
た
。
政
治
己
に
局
限
的
で
あ
る
。
生

活
亦
局
限
的
で
あ

S
A
 

る
。
そ
の
聞
に
行
は
れ
た
文
撃
が
局
限
的
で
あ
る
こ
と
止
む
を
得
ぬ
所
で
あ
る
。

き
ゃ
う
ら
く
て
き
せ
い
〈
わ
っ

殊
に
藤
原
氏
の
局
限
的
政
治
は
自
己
氏
族
の
享

楽
的
生
活
を
支
持
す
る
に
足

せ

い

ぜ

き

ぽ

せ

い

百

て

き

り

さ

う

る
の
政
治
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
規
模
は
小
さ
く
そ
の
政
治
的
理
想
は
極
め
て

て

い

て

う

〈

ゐ

さ

せ

い

〈

ね

つ

低
調
で
あ
っ
た
。
斯
の
如
き
匡
域
の
聞
に
行
は
る
る
生
活
と
、
そ
の
生
活
か
ら

し
ぜ
ん

生
る
る
文
撃

の
規
模
が
小
さ
く
低
調
で
あ
る
こ
と
は
自
然
の
数
で
あ
る
。

ま

〈

ら

の

さ

う

し

げ

ん

U
む

の

が

た

り

さ

ぷ

ん

ぷ

ん

が

く

枕
草
紙
は
機
智
の
文
皐
で
あ
る
。
源
氏
物
語
は
要
す
る
所
享
繁
的
な
気
分
文
筆

し

ん

こ

さ

ん

し

ふ

い

か

ち

ょ

〈

せ

ん

し

吊

で
あ
る
と
予
は
信
じ
て
ゐ
る
。
古
今
集
以
下
勅
選
集
が
同
じ
く
こ
の
範
園
以
上

き

よ

〈

げ

ん

て

き

ぷ

ん

が

く

よ

に
出
ら
れ
ぬ
の
は
、
そ
の
源
因
職
と
し
て
局
限
的
文
撃
な
る
に
依
る
の
で
あ

ち
ょ
〈
せ
ん
し
う

〔原
〕

る
。
弄
爾
節
以
下
の
小
唄
は
狭
斜
文
撃
で
あ
る
。
古
今
集
以
下
の
勅
選
集
は
貴

族
文
撃
で
あ
る
。
共
に
局
部
的
文
撃
な
る
に
於
て
虞
の
生
命
の
所
有
者
た
り
得

お
伝

ざ
る
を
同
じ
な
り
と
す
る
。

き

よ

く

げ

ん

て

き

せ

い

写

う

あ

ひ

疋

藤
原
氏
が
局
限
的
政
治
を
行
ひ
局
限
的
文
撃
を
生
む
で
居
る
聞
に
、
日
本
民

せ

い

く

わ

っ

ね

か

え

う

族
は
之
と
全
く
別
途
な
る
生
活
を
な
し
、
切
買
な
る
現
買
に
根
.さ
し
た
る
歌
謡

が

た

く

わ

ん

誌

は

っ

た

つ

を
成
せ
る
こ
と
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
官
府
を
中
心
と
し
て
罷
達
し

ぷ
ん
け
ん

た
文
筆
の
み
が
多
く
傍
へ
ら
れ
て
ゐ
る
我
が
園
に
は
、
徴
す
べ
き
文
献
の
乏
し

な

が

こ

さ

ん

し

市

d

う
ぞ
〈
う
た

き
を
遺
憾
と
す
る
。
併
し
乍
ら
古
今
集
の
背
後
に
嘗
時
の
風
俗
歌
が
あ
る
。
そ

の
風
俗
歌
の
或
る
も
の
が
古
今
集
中
に
僅
か
に
顔
を
出
し
て
ゐ
る
。

ぁ
.
0

〈

ま

あ

3
み

ま

阿
武
隈
に
霧
た
ち
わ
た
り
明
け
ぬ
と
も
君
を
ば
や
ら
じ
待
て
ば
す
べ
な
し

か

さ

ま

う

み

や

f

の

こ

し

た

つ

ゆ

あ

の

み
さ
ぶ
ら
ひ
み
笠
と
申
せ
宮
城
野
の
木
の
下
露
は
雨
に
ま
さ
れ
り

の
知
き
で
あ
る
。
之
等
の
歌
を
前
掲
「
年
の
内
に
」
「
音
に
の
み
」
の
歌
と
比
較

た
う
じ
み
ん
P

、

〈

か

え

う

す
れ
ば
嘗
時
民
族
の
聞
に
臨
醸
せ
ら
れ
つ

〉
あ
り
し
歌
謡
の
う
ち
に
如
何
な
る

tc、ヮ

-フ
か
g

珠
玉
を
蔵
し
で
あ
っ
た
か
を
窺
ひ
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
民
族
の
歌

た

ん

あ

ひ

ι

は
単
に
勅
選
集
の
聞
に
少
し
づ
っ
顔
を
出
し
て
ゐ
る
の
み
で
な
い
。
そ
の
他
に

か
ぐ
ら
う
た
き
い
ば

ら

お

ほ

さ

い

よ

う

猶
一
岬
祭
歌
催
馬
繁
の
中
に
も
多
く
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

C

さ

わ

そ
で

や

と

ね

が

わ

い

し

ふ

か

わ

は

ら

笹
分
け
ば
袖
こ
そ
破
れ
め
利
根
川
の
石
は
踏
む
と
も
い
ざ
川
原
よ
り
。

が

わ

せ

y

こ

す

げ

た

ま

〈

ら

ぬ

き
ぬ
川
の
、
瀬
々
の
小
菅
の、

や
は
ら
手
枕
、
や
は
ら
か
に
、
寝
る
夜

お

や

さ

つ

ま

は
な
く
て
、
親
離
く
る
夫

こ
ル
』

tν
ド
av-
-

つ

の
如
き
で
あ
る
。
雑
曲
と
栴
す
べ
き
も
の
の
う
ち

圏
の
か
た
は
、
見
や
ら
る
れ
、

な
ほ
こ
そ
、

わ
が
父
母
、

む
む

あ
り
と
し
思

へ
ば

(土
佐
日
記
)

た

れ

ね

ひ

た

句

の

す

け

ね

ね

は

だ

よ
る
は
誰
と
寝
む
、
常
陸
介
と
寝
む
、

寝
た
る
肌
も
よ
し

(枕
州
紙
)

〔似
〕

い

べ

づ

け

い

と

う

ひ

包

よ

く

せ

っ

と
如
き
が
あ
る
。
何
れ
も
寓
葉
集
若
く
は
上
古
民
謡
の
系
統
を
引
い
た
、

直

接

ヘ

う

げ

ん

あ

し

か

ず

じ

だ

い

い

た

表
現
の
歌
謡
で
あ
る
。
降
っ
て
足
利
時
代
に
至
っ
て

う

ぢ

し

ま

す

さ

き

た

な

み

宇
治
の
さ
ら
し
に
、
島
に
洲
崎
に
、
立
つ
波
を
つ
け
て
、
潰
千
鳥
の、

と
む
よ

友
呼
ぶ
こ
ゑ
、
ち
り
ち
り
や
ち
り
/
¥
、
ち
り
/
L
¥
や
ち
り
/
¥
と
、

と

も

し

ま

ろ

お

と

友
よ
ぶ
と
こ
ろ
に
、
島
か
げ
よ
り
も
、
櫓
の
昔
が
、

か
ら
り
こ
ろ
り
と
漕
ぎ
出
だ
い
て
、
釣
す
る
所
に
、

お
も
し
ろ

あ
面
白
い
と
の
う
。

釣つか
っら
たり
所こ
がろ

り
』主
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や

ま

み

や

ま

み

お

お

は

ら

ぎ

あ
の
山
見
さ
い
、
こ
の
山
見
さ
い
、
い
た
だ
き
つ
れ
た
大
原
木
。

は

ん

て

ぐ

み

川

ゆ

で

ぐ

み

う

も

ぐ

み

く

み

う

た

の
如
き
小
歌
が
あ
る
。
隆
達
節
の
小
唄
、
本
手
組
端
手
組
裏
組
等
の
組
唄
も
こ

け
い
と

う

ひ

〈
み
う
た

れ
ら
に
系
統
を
引
い
た
の
は
紛
れ
な
き
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
組
唄
が
弄
爾

お
よ

す
が
た

ゼ
い
め
い

節
以
後
に
及
ん
で
局
限
的
に
保
存
せ
ら
る

〉
の
姿
と
な
っ
て
か
ら
生
命
の
な
い

と

え

形
骸
を
成
す
に
止
y
ま
っ
た
の
は
己
む
を
得
ぬ
次
第
で
あ
る
。
併
乍
ら
三
味
線

か

く

た

い

は

い

み

ん

P
ぞ
〈

ら

は

う

て

き

小
唄
こ
そ
斯
の
如
き
額
敗
を
来
し
た
と
言

へ
、
民
族
の
歌
謡
は
地
方
的
に
蹟
汎

ぽ
ん
を
ど
り
う
た

に
護
達
し
て
、
盆
踊
歌
、
田
植
歌
、
委
揖
歌
、
舟
歌
、
馬
土
唄
等
の
上
に
生
き

は

っ

た

つ

の

こ

げ

ん

こ

ん

い

づ

伝

ん

す

う

み

ん

え

う

/
¥
し
た
霊
達
の
跡
を
遺
し
て
ゐ
る
。
現
今
伊
豆
南
陳
に
造
れ
る
民
謡
の
う
ち

こ
の
苗
を
、
お
し
あ
げ
て
、
ど
こ
に
住
ま
ず
や
、
い
な
ご
や
、
き
り
す

す
き
、
す
き
よ
し
の
、
こ
や

(
か
や
?
)
の
う
ら
に
、
す
ま
ず
や

(稲

ぷ
さ
は
む
ら

生
津
村
)

」

と

伝

ま

す

く

な

の
如
き
は
、
多
少
文
句
に
靴
り
の
嬰
化
は
あ
ら
ん
も
、
少
く
も
卒
安
朝
時
代
の

み
ん
え
う

っ
た

民
謡
を
今
に
傍

へ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
も
の
さ
へ
あ
る
。
五
口
々

か

ゃ

う

ゐ

お
つ

に
ほ
ん
み
ん
宇
〈

は
斯
様
な
遺
物
の
断
片
を
採
拾
し
て
日
本
民
族
の
成
し
た
歌
謡
の
鰹
路
を
窺
は

か

う

必

よ

ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
今
悉
く
之
を
稿
す
る
に
及
ば
な
い
。

か

こ

し

ゃ

く

わ

い

ま

ご

し

や

〈

わ

い

う

た

或
は
舟
唄
の
舟
夫
一
位
舎
に
歌
は
れ
、
馬
士
唄
の
馬
士
一
位
舎
に
歌
は
る
る
を
以

き

よ

〈

ロ

て

き

か

え

う

こ

れ

ら
み
ん
え
う

っ
て
、
同
じ
く
局
部
的
歌
謡
で
な
い
か
と
言
ふ
も
の
あ
ら
ん
も
、

是
等
民
謡
は

み

ん

し

う

せ

い

〈

わ

っ

つ

う

そ
の
根
本
の
心
が
民
衆
生
活
の
員
創
な
心
に
通
ず
る
に
於
て
種
類
と
し
て
分

〈
わ
り
う
し
ゃ
く
わ

い

は
っ
た
つ

つ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
花
柳
一吐
曾
を
中
心
と
し
て
護
達
せ
る
も
の
は
同

み
ん
し
う

じ
く
民
衆
を
相
手
と
す
る
も
、
そ
れ
が
多
く
民
衆
の
遊
び
の
心
に
迎
合
し
、

若

て
う
は
つ

は

っ

た

っ

し

ん

け

ん

く
は
左
様
な
心
を
挑
接
す
る
を
目
的
と
し
て
護
達
せ
る
に
於
て
、

員
創
の
文
撃

え

せ

い

〈
わ
っ

と
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
左
様
な
世
舎
に
も
痛
切
な
る
生
活
が
あ
る
。
そ
の

ち
ょ
く
せ

つ

か

え

う

ち

か
ら

生
活
が
直
接
に
叫
ば
る
る
や
う
な
歌
謡
で
あ
れ
ば
、
文
筆
と
し
て
の
力
を
有
し

む
ら
ろ
ん

み

せ

ん

さ

得
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、

徳
川
時
代
三
百
年
に
亙
っ
て
三
味
線
小
唄
か
ら
左

ゃ
う

の

こ

あ
そ

様
な
員
剣
な
歌
謡
を
遺
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
花
柳
枇
舎
な
る
も
の
が
、
遊
び
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〈

ゐ

き

い

み

の
心
を
盛
る
特
殊
の
匿
域
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
意
味
に
於
い
て
、
馬
士

唄
舟
唄
そ
の
他
の
民
謡
に
も
遊
び
の
心
の
盛
ら
る
る
に
止
ど
ま
る
も
の
が
あ

る
。
左
様
な
歌
謡
は
同
じ
意
味
で
文
筆
と
し
て
の
憤
値
を
認
め
得
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
大
正
時
代
の
今
日
、
民
衆
的
に
唱
へ
ら
る
る
聾
の
中
に
も
、
夫
れ

む

し

た

え

う

き

う

が
寧
ろ
民
衆
の
弱
所
を
現
す
に
足
る
や
う
な
低
調
な
要
求
に
迎
合
し
、
若
く
は

左
様
な
要
求
を
挑
護
せ
ん
と
す
る
聾
の
多
く
交
じ
る
と
同
じ
で
あ
る
。
斯
様
な

こ

ゑ

げ

ん
し
ゅ
〈

整
は
如
何
に
民
衆
に
歓
ば
る
る
整
で
あ
っ
て
も
、
夫
れ
は
巌
粛
な
る
民
衆
心
を

現
し
た
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
之
れ
は
齢
談
で
あ
る
が
、

予
の
所
謂
民
衆
的

な
る
詞
に
封
し
て
要
求
す
る
究
極
的
意
味
を
言
ひ
現
す
に
恰
適
で
あ
る
か
ら
、

い
ん
れ
い

引
例
と
し
て
言
ふ

の
で
あ
る
。

き
叫
ぞ
〈
ず
ん
が
く

一
方
に
貴
族
文
撃
で
あ
っ
た
古
今
集
以
来
の
歌
風
は
一
部
批
舎
に
限
局
的
に

必

よ

ね

ん

ご

お

よ

保
存
せ
ら
れ
て
、

一
千
年
後
の
明
治
に
及
ん
だ
。

一
千
年
後
に
及
ん
だ
け
れ
ど

た
ぎ

あ

ひ

だ

も、

夫
れ
は
護
達
し
た
の
で
は
な
く
て
保
存
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
只
そ
の
問

へ
U
み
ん
て
き
せ
い

ぢ

き

き

う

ん

だ

い

へ

う

と

〈
が
わ

口

に
卒
民
的
政
治
期
の
気
運
を
代
表
す
る
も
の
に
源
貫
朝
の
歌
が
現
れ
、
徳
川
時

代
積
弊
打
破
の
気
運
に
腔
胎
せ
ら
れ
た
と
思
は
れ
る
も
の
に
僧
良
寛
、
田
安
宗

ひ

ら

が

も

と

よ

し

ら

あ

ら

〔
阪

〕

ね
ん
か
ん

武
、
卒
賀
元
義
等
の
歌
が
現
れ
た
。
こ
れ
は
一
千
年
間
に
あ
っ
て
殆
ど
異
数
で

ゐ
ロ
つ

あ
る
。
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
只
保
存
せ
ら
れ
た
る
造
物
で
あ
る
。
精
一紳

む

か

し

め

い

ぢ

U
だ
い

は
千
年
の
昔
に
失
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
形
骸
が
明
治
時
代
ま
で
績
い
た
の
は
、

こ

〈

み

ん

せ

い

け

い

し

き

式
ん
が
く

園
民
性
に
よ
り
て
早
く
よ
り
選
揮
せ
ら
れ
た
形
式
文
撃
の
齢
徳
で
あ
る
。

け

い

が

い

よ

う

い

め

い

ぢ

精
紳
な
き
形
骸
の
破
壊
せ
ら
れ
る
の
は
容
易
な
事
で
あ
る
。
明
治
の
改
新
は

〈

ぺ

っ

て

き

き

よ

〈

ざ

い

ふ

へ

ん

て

き

さ

や

う

あ
ら
ゆ
る
匝
別
的
局
在
を
破
壊
し
て
普
遍
的
に
し
民
衆
的
に
し
た
。
左
様
な
気

運
の
至
る
と
共
に
今
迄
の
貴
族
的
局
在
和
歌
が
打
ち
破
ら
れ
て
、
民
衆
的
和
歌

〈

し

ぜ

ん

わ

が
新
し
く
現
れ
来
る
の
は
自
然
の
趨
勢
で
あ
る
。
古
き
和
歌
の
形
骸
を
破
っ
て

か

い

し

ん

お

ち

あ

ひ

な

ほ

ぷ

み

改
新
の
撃
を
邸
宅
け
た
も
の
に
落
合
直
文
の
系
統
を
引
い
た
輿
謝
野
氏
夫
妻
が
あ

ぽ
う

こ

の

り
ゃ

う

し

や

ぜ

ん

ぜ

ん

あ

ひ

は

ん

り、

一
方
に
正
岡
子
規
が
あ
る
。
此
雨
者
の
主
張
は
全
然
相
反
し
て
ゐ
る
け
れ
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め

い

早

口

だ

い

わ

か

か

い

し

ん

み

ち

お

会

ど
も
、
明
治
時
代
和
歌
改
新
の
道
を
拓
い
た
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
さ
う
し
て

そ

ぎ

ぞ

〈

て

き

わ

か

み

ん

し

う

て

き

〔阪

〕

夫
れ
は
何
れ
も
在
来
の
貴
族
的
和
歌
を
破
壊
し
て
民
衆
的
な
も
の
に
し
た
い
と

つ
い

〔阪

〕

か
い
し
ん

こ
主
ん
し
d

い
ら
い

い
ふ
こ
と
に
於
て
意
義
を
有
し
得
て
ゐ
る
。
子
規
の
改
新
は
古
今
集
以
来

一
千

ゃ
.n

年
の
形
骸
を
破
っ
て
直
に
寓
葉
集
の
性
命
に
返
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、

か

れ

か

り

よ

〈

せ

つ

へ
う

叩

ん

よ

さ

の

し

ら

う

彼
の
歌
は
悉
く
買
感
の
直
接
表
現
を
目
指
し
た
。
輿
謝
野
氏
は
泰
西
文
翠
の
浪

ま
ん
て
き

・

"

の

ん

か

う

む

へ

う

げ

ん

量
的
部
面
か
ら
多
く
影
響
を
蒙
っ
た
。
そ
の
表
現
に
は
多
く
比
輸
が
用
ゐ
ら
れ

U
つ
か
ん

トお
も

て
ゐ
る
。
子
規
の
潟
生
を
重
ん
じ
た
の
は
質
感
を
重
ん
じ
た
の
に
因
由
す
る
。

よ

さ

の

し

ら

う

し

ゃ

う

て

占

ら

う

ま

ん

て

き

輿
謝
野
氏
の
表
現
の
比
倫
的
で
あ
り
抽
象
的
で
あ
る
の
は
氏
が
多
く
浪
量
的

さ

う

吋

ぞ

う

す

じ

っ

か

ん

む

つ

り

う

想
像
の
世
界
に
住
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
予
は
己
に
質
感
の
直
接
表
現
を
以
て
隆

た

っ

ぷ

し

か

ら

ま

ん

え

し

し

-
h

達
節
と
弄
常
節
と
の
償
値
を
分
ち
、
高
葉
集
と
古
今
集
と
の
償
値
を
分
ち
、

与
よ
く
せ
ん
し
ふ

み

せ

ん

こ

う

た

勅
選
集
と
風
俗
歌
と
の
憤
値
を
分
ち
、
三
味
線
小
唄
と
他
の
民
謡
と
の
憤
値
を

よ

さ

の

し

分
た
ん
と
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
更
に
之
を
推
し
進
め
て
子
規
の
歌
と
輿
謝
野
氏
夫

さ

い

わ

か

し

ぜ

ん

う

た

妻
の
歌
と
の
慣
値
を
分
た
ん
と
す
る
は
自
然
の
順
序
で
あ
る
。
輿
謝
野
氏
の
歌

み

ん

し

う

て

き

み

ん

し

・

フ

み

ん

は
民
衆
的
で
あ
っ
て
も
夫
れ
は
民
衆
の
弱
所
を
現
し
て
ゐ
る
。
子
規
の
歌
は
民

し

う

よ

さ

の

し

ふ

さ

い

た

ん

れ

ん

衆
の
民
剣
な
心
を
現
し
て
ゐ
る
。
興
謝
野
氏
夫
妻
は
挑
護
す
る
。
子
規
は
鍛
錬

わ

か

た

っ

〈

ち

を
す
る
。
南
者
帰
す
所
を
見
れ
ば
こ
の
岐
れ
目
甚
だ
分
明
で
あ
る
。
龍
の
口
で

げ

ん

あ

と
さ

む

ね

ら

よ

〈

せ

っ

ヘ

う

げ

ん

元
の
使
者
を
斬
る
た
め
に
振
り
上
げ
ら
れ
た
剣
は
時
宗
の
意
志
の
直
接
表
現

3
ん

ら

や

う

み

ん

し

う

て

一

号

、

い

し

ち

よ

〈

せ

っ

へ

う

で
あ
る
。
左
様
に
緊
張
せ
ら
れ
た
る
意
志
が
民
衆
的
意
志
と
な
っ
て
直
接
表

げ

ん

の

い

ぢ

ゐ

し

ん

と

き

現
を
敢
へ
て
し
た
の
が
明
治
維
新
の
大
業
で
あ
る
。
民
衆
の
心
の
弛
緩
し
た
時

と

こ

ろ

み

ん

し

う

て

き

間
接
表
現
の
道
を
取
る
。
今
日
世
舎
の
弊
と
す
る
所
は
、
同
じ
く
民
衆
的
の
懇

で
あ
っ
て
も
、
夫
れ
が
直
接
表
現
の
道
を
避
け
て
利
害
の
た
め
に
、
若
く
は

き

ゃ

う

ら

〈

み

ら

と

ち

ょ

く

せ

つ

へ

う

げ

ん

享
楽
の
た
め
に
、
間
接
表
現
の
道
を
取
ら
う
と
す
る
所
に
あ
る
。
直
接
表
現
な

し
ん

る
語
は
軍
に
和
歌
歌
謡
の
憤
値
を
分
つ
に
足
る
の
標
語
で
な
い
と
予
は
信
じ
て

ゐ
る
か
ら
、
再
び
除
談
に
亙
る
の
で
あ
る
。

よ

し

ん

け

ん

あ

ら

は

予
は
輿
謝
野
氏
夫
妻
の
歌
を
員
剣
な
る
民
衆
心
を
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
す

こ

と

ち

う

ち

よ

さ

た

き

ぞ

く

て

き

わ

か

る
事
に
蹄
踏
す
る
。
併
乍
ら
千
年
来
停
は
り
来
れ
る
貴
族
的
和
歌
に
封
し
て
、

よ

し

の

し

掛

さ

い

あ

輿
謝
野
氏
夫
妻
の
歌
と
子
規
の
歌
と
が
、
改
新
の
聾
を
揚
げ
た
も
の
と
す
る
こ

ぎ

ら

か

ご

ろ

と

な

と
に
異
議
が
な
い
。
近
頃
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
が
唱
へ
ら
る
る
に
乗
じ
て
、

み

ん

し

う

て

き

た

ん

か

み

ん

し

う

て

き

民
衆
的
短
歌
を
起
せ
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
る
。
短
歌
の
民
衆
的
に
な
っ
て
ゐ
る
こ

り

う

か

う

お

こ

れ伝

と
は
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
流
行
よ
り
も
ズ
ツ
と
以
前
に
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ

み

ん

し

う

て

き

こ

ん

ど

い

か

る
。
只
此
の
民
衆
的
に
改
新
せ
ら
れ
て
ゐ
る
短
歌
が
今
後
如
何
に
し
て
民
衆
的

せ

ん

れ

ん

に

ほ

ん

み

ん

ぞ

〈

ら

よ

く

せ

つ

み

ら

に
銑
錬
せ
ら
れ
て
、
日
本
民
族
の
究
極
的
員
剣
な
心
を
直
接
に
表
現
す
る
の
道

あ
ひ
だ

た
ら
し
め
得
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
、
現
今
短
歌
作
者
の
聞
に
考
へ
ら
る
べ
き
、

む

う

え

う

む

ん

だ

い

最
も
重
要
な
る
問
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
(大
正
三
、

ラ
、
ギ
」
所
抑
制
思
考
参
照
)

凹、

六
年
「
ア




