
七
夕
伝
説
の
変
容

―
再
構
築
さ
れ
た
和
歌
表
現
―

浅

野

則

子

【
要

旨
】

大
伴
家
持
は
四
群
の
七
夕
歌
を
作
っ
て
い
る
。
作
ら
れ
た
時
期

は
十
六
年
間
に
わ
た
る
。
当
時
の
知
識
人
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た

七
夕
伝
説
で
は
あ
る
が
、
漢
詩
文
の
世
界
の
伝
説
を
ど
の
よ
う
に

理
解
し
和
歌
と
し
て
作
り
上
げ
た
か
を
家
持
に
と
っ
て
最
後
の
七

夕
歌
を
考
え
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

大
伴
家
持

七
夕
伝
説

和
歌
表
現

歌
の
構
成

は
じ
め
に

家
持
は
十
三
首
の
七
夕
歌
を
残
し
て
い
る
。
題
詞
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
四
群

①

に
分
か
れ
て
い
る
。
詠
わ
れ
た
時
期
は
天
平
十
年
（
七
三
八
）
か
ら
天
平
勝
宝
六②

年（
七
五
四
）に
渡
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
宴
席
で
は
な
く
、
独
詠
歌
で
あ
る
。

万
葉
集
に
は
七
夕
歌
は
百
三
十
二
首
残
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国
文
学
の
影
響
を
強

③

く
受
け
た
憶
良
が
七
夕
の
宴
席
で
歌
を
作
る
以
前
に
も
す
で
に
人
麻
呂
歌
集
に
も

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
の
伝
説
で
あ
っ
た
七
夕
は
天
上
の
恋
と
し
て
知
識
人

に
は
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
家
持
が
こ
れ
ら
の
歌
を
読
み
、

④

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
家
持
自
身
は
、
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
な
お
し
、
中
国
の
伝
説
を
日
本
の
伝
説
と
し
て
新
た
に
作
り
上
げ
た

の
だ
ろ
う
か
。
家
持
の
七
夕
歌
と
し
て
は
最
も
新
し
い
巻
二
十
の
歌
群
を
と
り
上

げ
、
漢
詩
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
知
識
人
の
中
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
七
夕
伝
説

を
家
持
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
和
歌
と
し
て
表
現
し
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

〔
一
〕

問
題
と
す
る
の
は
年
代
的
に
は
最
も
新
し
い
天
平
勝
宝
四
年
に
詠
わ
れ
た
次
の

歌
で
あ
る
。

㋐
初
秋
風
涼
し
き
夕
解
か
む
と
そ
紐
は
結
び
し
妹
に
逢
は
む
た
め

㋑
秋
と
言
へ
ば
心
そ
痛
き
う
た
て
異
に
花
に
な
そ
へ
て
見
ま
く
欲
り
か
も

㋒
初
尾
花
花
に
見
む
と
し
天
の
川
隔
り
に
け
ら
し
年
の
緒
長
く

㋓
秋
風
に
な
び
く
川
び
の
に
こ
草
の
に
こ
よ
か
に
し
も
思
ほ
ゆ
る
か
も

㋔
秋
さ
れ
ば
霧
立
ち
わ
た
る
天
の
川
石
並
置
か
ば
継
ぎ
て
見
む
か
も

㋕
秋
風
に
今
か
今
か
と
紐
解
き
て
う
ら
待
ち
居
る
に
月
傾
き
ぬ

㋖
秋
草
に
置
く
白
露
の
飽
か
ず
の
み
相
見
る
も
の
を
月
を
し
待
た
む

㋗
青
波
に
袖
さ
へ
濡
れ
て
漕
ぐ
舟
の
か
し
振
る
ほ
と
に
さ
夜
ふ
け
な
む
か

右
は
、
独
り
天
漢
を
仰
ぎ
て
作
り
し
も
の
な
り
。

二
十
―
四
三
〇
六
〜
一
三

【
論

文
】

１



従
来
、
家
持
の
七
夕
歌
に
つ
い
て
は
、
憶
良
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中

国
文
学
と
し
て
の
七
夕
伝
説
は
家
持
に
と
っ
て
憶
良
の
影
響
は
大
き
い
も
の
の
、

憶
良
以
外
の
作
者
未
詳
歌
か
ら
の
影
響
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
家

持
の
七
夕
歌
の
特
徴
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
憶
良
の
影
響
関
係
の
み
で
は
な
く
、

家
持
以
前
に
詠
わ
れ
た
歌
と
の
関
係
も
細
や
か
に
考
え
て
い
き
た
い
。

家
持
の
一
番
新
し
い
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
歌
群
に
お
い
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て

⑤

い
る
の
は
、
七
夕
伝
説
を
直
接
に
示
す
言
葉
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。

七
夕
を
表
す
言
葉
と
し
て
は
㋒
・
㋔
で
詠
わ
れ
る
「
天
の
川
」
の
み
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
牽
牛
・
織
女
を
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
は
な
い
と
い
っ
て

よ
く
、
ま
た
、
二
星
が
隔
て
ら
れ
て
い
る
理
由
も
詠
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の

歌
群
で
は
、
長
い
間
川
に
隔
て
ら
れ
て
、
秋
に
な
ら
な
け
れ
ば
逢
う
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
、
男
（
牽
牛
）
が
舟
で
渡
っ
て
い
く
こ
と
の
み
が
七
夕
伝
説
と
し
て
詠

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
七
夕
伝
説
と
し
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
べ
き

「
天
の
川
」
が
ど
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
か
を
み
て
い
き
た
い
。

前
述
の
よ
う
に「
天
の
川
」が
詠
わ
れ
る
の
は
㋒
と
㋔
の
歌
で
あ
る
。
㋒
で
は
、

「
天
の
川
」
は
隔
て
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
決
ま
っ
た
日
以
外
は
渡
れ
な
い

川
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
相
手
を
「
花
に
見
む
と
し
」
て
隔
て
て
て
い
る
と
詠

わ
れ
る
。「
花
」
と
し
て
見
る
と
い
う
表
現
は
『
代
匠
記
』（
精
選
本
）
で
「
め
づ

ら
し
く
見
む
と
て
の
意
」
と
あ
る
よ
う
に
、
新
た
な
思
い
で
見
よ
う
と
し
て
と
い

う
解
釈
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。「
花
」
の
枕
詞
と
し
て
の
例
は
集
中
こ
の
例
の

⑥

み
で
あ
る
。
景
物
と
し
て
考
え
る
時
「
初
尾
花
」
と
い
う
言
葉
は
二
例
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

①
さ
雄
鹿
の
入
野
の
す
す
き
初
尾
花
い
つ
し
か
妹
が
手
を
枕
か
む

十
―
二
二
七
七

②
（
略
）
秋
萩
の
散
ら
へ
る
野
辺
の
初
尾
花
仮
廬
に
葺
き
て
雲
離
れ
遠

き
国
辺
の
露
霜
の
寒
き
山
辺
に
宿
り
せ
る
ら
む
（
以
下
略
）

十
五
―
三
六
九
一

①
は
秋
の
相
聞
。
す
す
き
の
初
緒
花
の
よ
う
に
と
い
う
表
現
は
手
を
枕
に
し
た

い
女
性
を
暗
示
し
、
そ
の
初
々
し
さ
に
た
と
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
②
は
遣
新
羅
使

の
行
路
の
も
の
で
壱
岐
の
島
で
雪
連
宅
満
の
た
め
の
歌
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

題
詞
に
よ
れ
ば
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
難
波
を
出
発
し
た
一
向
の
う
ち
の
雪
連

宅
満
が
鬼
病
で
な
く
な
っ
た
時
の
歌
で
あ
り
、
作
者
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の

歌
で
重
要
な
の
は
、
難
波
か
ら
秋
に
何
も
知
ら
な
い
土
地
で
死
を
迎
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
人
に
対
し
て
、
訪
れ
た
季
節
に
新
た
に
目
に
し
た
尾
花
と
今
、
亡
く

な
っ
た
人
物
と
の
対
比
を
嘆
き
を
込
め
て
詠
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

遠
く
隔
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
家
か
ら
隔
て
ら
れ
た
場
所
で
迎
え
る
死
の
季
節

が
秋
で
あ
っ
た
。
そ
の
秋
と
い
う
季
節
の
訪
れ
を
強
く
意
識
す
る
た
め
に
「
初
」

と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
使
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
題
と
し
て
い
る
歌
の
中
で

「
年
の
緒
長
く
」
も
一
年
も
の
間
隔
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
の
、

こ
こ
で
は
、
時
間
、
空
間
の
隔
た
り
は
相
手
を
花
の
よ
う
に
新
鮮
に
見
よ
う
と
い

う
気
持
ち
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
相
手
と
逢
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
時

の
心
情
を
あ
え
て
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
季
節
の
到
来
、
期
待
感
の
高
ま
り

は
、
か
え
っ
て
胸
を
痛
め
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
二
星
を
隔
て
て
い
る

川
は
、
逢
う
時
に
相
手
を
珍
し
く
み
せ
る
た
め
の
装
置
と
し
て
の
機
能
と
い
っ
て

も
よ
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
川
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
悲
し
み
は
詠
わ
れ
て
は
い

な
い
。
む
し
ろ
相
手
を
花
の
よ
う
に
見
た
い
と
い
う
願
い
が
中
心
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

㋔
の
歌
で
は
、「
石
並
置
か
ば
継
ぎ
て
見
む
か
も
」
と
詠
う
。
相
手
と
逢
い
続

け
る
た
め
に
川
に
は
渡
す
も
の
が
必
要
と
な
る
。
渡
る
た
め
の
も
の
と
し
て
「
石

並
置
く
」
は
用
例
と
し
て
は
少
な
く
、
人
麻
呂
の
明
日
香
皇
女
挽
歌
（
巻
二
―
一

九
六
）
の
「
石
橋
渡
し
」
の
異
伝
に
「
石
な
み
」
と
二
回
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。「
石
な
み
」
の
本
文
は
「
石
橋
」
と
し
て
「
上
つ
瀬
に

石
橋
渡
し

下
つ
瀬
に

打
橋
渡
す
」
と
表
現
さ
れ
る
。
上
つ
瀬
の
川
幅
の
狭
い
所
に
は
石
を

置
き
、
下
つ
瀬
の
川
幅
が
広
い
と
こ
ろ
に
は
板
で
作
っ
た
橋
を
か
け
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。「
石
橋
」
の
異
伝
と
し
て
の
「
石
な
み
」
も
同
じ
意
味
で
あ
る
と

２



考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
麻
呂
の
例
か
ら
は
渡
す
た
め
の
石
は
、
川
幅
の

狭
い
所
に
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で

は
人
麻
呂
の
挽
歌
の
よ
う
に
渡
る
た
め
に
置
か
れ
て
は
い
な
い
。
た
と
え
石
を
置

け
ば
渡
る
こ
と
が
で
き
て
も
「
渡
れ
な
い
も
の
」
と
し
て
二
星
の
間
に
あ
る
川
な

の
で
あ
る
。

㋔
の
歌
で
は
川
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
た
め
に
「
継
ぎ
て
」
逢
う
事
が
で

き
な
い
と
い
う
。
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
逢
え
な
い
二
星
が
そ
の
川
を
渡
る
た
め
に

望
む
手
段
と
し
て
は
作
者
未
詳
の
七
夕
歌
で
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
る
。

③
天
の
川
打
橋
渡
せ
妹
が
家
道
止
ま
ず
通
は
む
時
待
た
ず
と
も十

―
二
〇
五
六

④
機
の
ま
ね
木
持
ち
行
き
て
天
の
川
打
橋
渡
す
君
が
来
む
た
め十

―
二
〇
六
二

⑤
天
の
川
棚
橋
渡
せ
織
女
の
い
渡
ら
さ
む
に
棚
橋
渡
せ

十
―
二
〇
八
一

橋
を
渡
す
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
③
・

④
の
歌
の
よ
う
に
「
打
橋
」
ま
た
⑤
の
歌
よ
う
に
「
棚
橋
」
と
表
現
さ
れ
る
。
そ

こ
に
は
坂
上
郎
女
が
「
千
鳥
鳴
く
佐
保
の
川
門
の
瀬
を
広
み
打
橋
渡
す
汝
が
来
と

思
へ
ば

四
―
五
二
八
」
と
詠
う
よ
う
な
共
通
理
解
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た

⑦

「
或
い
は
曰
く
、
中
衛
大
将
藤
原
北
卿
の
宅
の
作
な
り
」
と
い
う
左
注
を
持
つ
七

夕
歌
で
は
織
女
が
渡
る
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
ひ
さ
か
た
の

天
の
川

に

上
つ
瀬
に

玉
橋
渡
し
（
略
）
九
―
一
七
六
四
」
と
織
女
を
渡
す
た
め
に

「
玉
橋
渡
し
」
と
し
、
織
女
が
「
裳
裾
濡
ら
さ
ず
」
た
め
に
美
し
い
橋
を
渡
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
渡
る
た
め
に
は
「
橋
」
を
渡
す
と
詠
う
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
家
持
は
「
石
」
を
置
く
と
詠
う
の
で
あ
る
。
川
を
渡
る
時
に
詠
わ
れ
る
石

と
は
坂
上
郎
女
が
「
佐
保
川
の
小
石
踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
来
る
夜
は
年
に

も
あ
ら
ぬ
か

四
―
五
二
五
」
と
詠
い
、
ま
た
作
者
未
詳
歌
で
も
「
川
の
瀬
の
石

踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
来
る
夜
は
常
に
あ
ら
ぬ
か
も

十
三
―
三
三
一
三
」

と
類
想
の
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
浅
瀬
に
あ
る
石
と
い
う
よ
う
に
詠
わ
れ
る
。

人
麻
呂
挽
歌
の
異
伝
に
お
い
て
、「
石
な
み
」は
渡
る
た
め
の
物
で
あ
っ
た
が
、

恋
歌
に
お
い
て
川
を
渡
る
時
の
石
は
踏
む
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
恋
歌
の「
石
」

は
「
渡
る
こ
と
が
で
き
る
川
」
に
あ
り
、
渡
る
時
に
意
識
す
る
も
の
と
し
て
詠
わ

れ
、
渡
れ
な
い
場
所
に
置
く
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
見
て
き
た
時
、
家
持
が
川
を
渡
す
た
め
に
「
石
」
を
表
現
す
る
の
は
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

七
夕
伝
説
に
お
い
て
「
石
」
が
詠
わ
れ
る
例
は
、
作
者
未
詳
の
七
夕
歌
で
織
女

が
河
原
で
待
つ
歌
一
例
の
み
で
あ
る
。

⑥
我
が
恋
ふ
る
丹
の
ほ
の
面
わ
こ
よ
ひ
も
か
天
の
川
原
に
石
枕
ま
か
む

十
―
二
〇
〇
三

こ
の
歌
に
お
い
て
、
訪
れ
を
待
つ
「
丹
の
わ
の
面
」
を
し
た
人
は
石
を
枕
に
一

人
寝
を
し
て
い
る
と
い
う
。
川
の
そ
ば
に
一
人
で
い
る
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
表
現

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
石
」
を
枕
と
し
て
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

川
の
そ
ば
で
待
つ
立
場
の
も
の
に
と
っ
て
「
石
」
は
身
近
な
も
の
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
石
」
と
は
「
川
」
と
そ
の
近
く
に
い
る

も
の
と
を
結
び
つ
け
る
物
な
の
で
あ
ろ
う
。
相
手
を
渡
ら
せ
る
事
が
目
的
で
は
な

な
く
、
渡
れ
な
い
と
い
う
嘆
き
を
詠
う
時
に
、
い
つ
も
そ
ば
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
「
石
」
を
そ
の
た
め
に
使
う
と
い
う
こ
と
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

家
持
は
あ
え
て
「
石
」
で
渡
す
と
い
う
こ
と
で
、
川
の
ほ
と
り
に
い
る
こ
と
を
強

調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
川
は
禁
忌
を
お
か
し
て
ま
で
渡
る
も
の
と
し
て
は

詠
わ
れ
て
は
い
な
い
。

㋗
は
、
七
夕
歌
の
最
後
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
に
牽
牛
が
漕
い
で
い
く
と
と
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
、「
青
波
」
に
「
袖
さ
へ
濡
れ
」
で
舟
で
渡
る

と
し
つ
つ
も
、
川
幅
の
広
さ
な
ど
は
あ
え
て
詠
わ
な
い
事
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

川
幅
に
つ
い
て
は
、
家
持
が
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
憶
良
の
七
夕
歌
で
は

七夕伝説の変容 ―再構築された和歌表現―
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「
た
ぶ
て
に
も
投
げ
越
し
つ
べ
き
天
の
川
隔
て
れ
ば
か
も
あ
ま
た
す
べ
な
き

八
―
一
五
二
二
」
と
詠
い
小
石
を
投
げ
て
も
届
き
そ
う
な
川
と
し
て
い
る
。
川
幅

が
問
題
で
は
な
く
、
憶
良
も
川
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な

い
と
嘆
く
と
詠
う
。
家
持
は
憶
良
の
歌
に
お
け
る
「
天
の
川
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
更

に
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
こ
の
歌
群
の
二
星
を
隔
て
て
い
る
川
は
七
夕
伝
説

を
共
通
理
解
と
し
つ
つ
そ
の
伝
説
の
具
体
性
を
あ
え
て
詠
わ
ず
、「
渡
れ
な
い
川
」

と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
天
の
川
」
は
二
星
を
隔
て
て
い
る

物
、
恋
の
障
害
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
家
持
は
天
上
の
恋
を

「
天
の
川
」と
い
う「
川
」に
関
す
る
男
女
の
歌
と
し
て
詠
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
男
女
の
恋
を
家
持
は
ど
の
よ
う
に
歌
の
世
界
で
展
開
し
て
い
く
の
だ

ろ
う
か
。〔

二
〕

牽
牛
・
織
女
が
逢
う
こ
と
が
で
き
る
七
月
七
日
は
「
秋
」
で
あ
る
。
従
来
の
七

夕
歌
で
も
二
〇
八
九
の
長
歌
で
「
あ
ら
た
ま
の

年
の
緒
長
く

思
ひ
来
し

恋

尽
す
ら
む

七
月
の

七
日
の
夕
は

我
も
悲
し
も
」
と
あ
る
以
外
は
具
体
的
に

七
月
七
日
は
詠
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
牽
牛
・
織
女
が
逢
う
の
は
「
秋
」
と
し
て
詠

わ
れ
る
。
七
夕
歌
で
は
「
天
の
川
安
の
渡
り
に
船
浮
け
て
秋
立
つ
待
つ
と
妹
に
告

げ
こ
そ

十
―
二
〇
〇
〇
」・「
天
地
と
別
れ
し
時
ゆ
己
が
妻
し
か
ぞ
年
に
あ
る
秋

待
つ
我
は

十
―
二
〇
〇
五
」
と
い
う
よ
う
に
、「
秋
」
を
待
ち
、
待
ち
遠
し
い

た
め
に
「
天
の
川
水
陰
草
の
秋
風
に
な
び
か
ふ
見
れ
ば
時
は
来
に
け
り

十
―
二

〇
一
三
」
と
秋
と
い
う
季
節
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
家
持
が
影
響
を

受
け
た
憶
良
の
七
夕
歌
に
お
い
て
も
二
星
は
「
秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
い
つ
し

か
と
我
が
待
ち
恋
ひ
し
君
ぞ
来
ま
せ
る

八
―
一
五
二
三
」
と
秋
を
待
つ
。
逢
う

日
を
待
つ
こ
と
は
秋
を
待
つ
こ
と
と
し
て
詠
わ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
る
限
り
、
七
月
七
日
と
い
う
一
年
に
一
度
の
特
別
な
日
は
、「
秋
」

と
い
う
季
節
に
組
み
込
ま
れ
た
日
と
な
っ
て
い
る
。
天
上
の
恋
の
特
殊
性
は
、
和

歌
の
世
界
に
お
い
て
は
季
節
観
を
持
つ
恋
の
伝
説
と
し
て
の
表
現
へ
と
向
か
っ
て

い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
七
夕
歌
を
天
上
と
い
っ
て
も
、
男
女
の
恋

と
し
て
扱
う
限
り
、
和
歌
に
お
い
て
は
、
秋
と
い
う
季
節
を
意
識
す
る
こ
と
に
な

る
と
い
え
よ
う
。
歌
群
の
中
の
「
秋
」
を
詠
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

当
該
の
家
持
の
歌
群
で
は
ま
ず
、「
秋
風
」
が
吹
く
こ
と
か
ら
詠
う
。
こ
の
歌

に
お
い
て
、
家
持
は
、
特
に
「
初
秋
風
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
言

⑧

葉
は
集
中
こ
の
例
の
み
で
、
家
持
独
自
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
か

ら
、
ま
ず
、
七
夕
歌
群
は
、
秋
と
い
う
季
節
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
伊
藤
博
氏
は
「『
初
』
に
は
、
待
ち
に
待
っ
た
時
が
い
よ
い
よ
目
前

⑨

に
や
っ
て
来
た
と
い
う
、
牽
牛
の
喜
び
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
秋
の
恋

の
歌
と
し
て
ま
ず
、「
初
」
と
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
逢
う
べ
き
季
節
の
到
来
と

い
う
期
待
感
が
詠
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
家
持
は
、
そ
の
風
は

「
涼
し
き
」
と
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
秋
風
は
「
秋
風
は
涼
し
く
な
り
ぬ
馬

並
め
て
い
ざ
野
に
行
か
な
萩
の
花
見
に

十
―
二
一
〇
三
」
と
詠
わ
れ
る
よ
う
に

秋
の
心
地
よ
さ
を
感
じ
取
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
考
え
る

と
、
逢
う
時
期
は
、
心
地
よ
い
風
の
吹
き
始
め
る
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

秋
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
る
風
を
「
涼
し
」
と
詠
う
こ
と
で
、
風
そ
の
も
の
が
詠
う

者
に
と
っ
て
秋
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
す
る
こ
と
を
感
じ
取
る
も
の
と
し
て
表
現

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
家
持
は
ま
ず
、「
秋
」
は
逢
瀬
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
季
節
の
到
来
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
、「
秋
」
に
逢
え
る
男
女
と
い
う

こ
と
か
ら
家
持
の
七
夕
歌
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
秋
」
を
表
現
す
る
言

葉
に
注
目
し
て
歌
群
を
見
て
い
き
た
い
。

「
秋
」
の
恋
の
歌
と
し
て
詠
わ
れ
る
七
夕
歌
に
お
い
て
、
季
節
の
到
来
を
期
待

し
た
歌
に
続
く
㋑
の
歌
に
お
い
て
、
そ
の
季
節
が
「
痛
し
」
と
詠
わ
れ
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
逢
う
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
で
は
な
く
、「
秋
」
に
な
る
と
「
花
に
な

そ
へ
て
」
相
手
を
見
た
い
か
ら
心
が
痛
む
と
い
う
の
で
あ
る
。「
秋
」
の
恋
と
し

４



て
の
七
夕
で
は
、「
秋
」
は
逢
う
季
節
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
期
待
感
故
に
苦

し
み
を
伴
う
と
詠
う
。
逢
う
喜
び
よ
り
も
、
逢
う
ま
で
の
苦
し
み
を
詠
う
こ
と

で
、「
秋
」
の
初
め
か
ら
七
日
ま
で
の
心
の
動
き
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
歌
に
お
い
て
も
、
逢
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
秋
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ

れ
て
い
る
。
心
を
痛
め
な
が
ら
、
秋
に
逢
い
た
い
と
思
う
相
手
は
「
花
に
な
そ
へ

て
」
見
た
い
と
詠
う
が
「
な
そ
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
で
に
伊
藤
博
氏
が
指
摘

⑩

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
を
含
め
、
集
中
五
例
の
う
ち
四
例
ま
で
が
家
持
の

歌
で
あ
る
。「
我
が
や
ど
に
蒔
き
し
な
で
し
こ
い
つ
し
か
も
花
に
咲
き
な
む
な
そ

へ
つ
つ
見
む

八
―
一
四
四
八
」
の
よ
う
に
大
切
な
女
性
を
た
と
え
る
こ
と
も
あ

る
が
、
一
方
で
こ
の
七
夕
歌
と
同
時
期
に
詠
ま
れ
て
い
る
歌
で
「
愛
し
み
我
が
思

ふ
君
は
な
で
し
こ
が
花
に
な
そ
へ
て
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

二
十
―
四
四
五
一
」

と
も
詠
う
。
こ
れ
は
、
橘
奈
良
麻
呂
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
「
君
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
女
性
の
立
場
の
歌
と
さ
れ
る
が
、
男
性
を
た
と
え
る
た
め
に
も
使
う
と
す
れ

ば
、
こ
の
場
合
の「
花
」は
単
に
容
貌
の
美
し
さ
の
み
で
は
な
く
、
素
晴
ら
し
い
、

心
惹
か
れ
る
相
手
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
七
夕
は
「
秋
」
と
と
も
に
思
い
が
つ
の
る
恋
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い

く
。
㋒
の
歌
は「
天
の
川
」の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
ふ
れ
た
時
に
考
え
た
が
、

歌
の
配
列
か
ら
み
る
と
㋑
の
歌
か
ら
、
相
手
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
と
い
う
こ
と

で
続
い
て
い
る
。
相
手
へ
の
思
い
そ
の
も
の
の
み
で
な
く
、
逢
う
こ
と
へ
の
期
待

が
具
体
的
に
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
秋
」
の
景
物
は
枕
詞
と

し
て
の
使
用
に
限
ら
れ
る
が
「
初
」
に
は
、
㋐
の
歌
と
同
様
に
秋
に
な
っ
て
初
め

て
み
る
こ
と
へ
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
逢
う
ま
で
の
思
い
は
視

覚
的
に
も
細
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
㋓
の
歌
も
逢
う
以
前
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、
秋
風
は
な
び
く
草
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
そ

れ
は
序
詞
と
し
て
の
表
現
で
あ
る
。
作
者
未
詳
の
七
夕
歌
で
も
「
天
の
川
水
陰
草

の
秋
風
に
な
び
か
ふ
見
れ
ば
時
は
来
に
け
り

十
―
二
〇
一
三
」
と
川
の
草
が
靡

く
様
子
が
詠
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
そ
よ
ぐ
草
と
し
て
「
に
こ
草
」
が
選
ば
れ
て
い

る
意
味
を
考
え
て
み
る
時
、
集
中
の
「
に
こ
草
」
で
こ
の
歌
同
様
に
序
詞
と
し
て

⑪

使
わ
れ
て
い
る
も
の
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑦
葦
垣
の
中
の
に
こ
草
に
こ
や
か
に
我
と
笑
ま
し
て
人
に
知
ら
ゆ
な

十
一
―
二
七
六
二

こ
の
歌
で
は
、
相
手
が
自
分
に
対
し
て
ほ
ほ
え
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
に
知

ら
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
持
の
歌
で
は
、
そ
の
ほ
ほ

え
み
は
自
ら
の
も
の
で
あ
り
、
逢
う
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
「
秋
風
」
に
よ
っ

⑫

て
こ
み
上
げ
て
く
る
気
持
ち
と
な
っ
て
い
る
。「
秋
風
」
は
逢
う
こ
と
を
知
ら
せ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
七
夕
伝
説
の
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
は
、
こ
こ
で
は
悲
劇

的
に
の
み
は
詠
わ
れ
な
い
。
逢
う
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
た
気
持
ち
と
し
て

「
秋
風
」
に
吹
か
れ
る
草
が
序
詞
と
し
て
詠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
逢
う
ま
で
の
期

待
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
き
た
時
、

家
持
の
歌
で
は
逢
う
ま
で
の
心
情
を
秋
の
景
物
を
用
い
て
細
や
か
に
表
現
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
七
夕
伝
説
で
は
、
一
年
に
一
度
し
か
あ
え
な
い
も
の
の
、
決

め
ら
れ
た
日
に
は
必
ず
会
え
る
と
い
う
こ
と
を
前
面
に
出
し
、
そ
の
待
つ
心
を
詠

う
の
で
あ
る
。

㋔
の
歌
の
天
の
川
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
歌
に
お
け
る
「
秋
」
は

霧
で
表
現
さ
れ
る
。
石
を
置
け
ば
逢
え
る
ほ
ど
の
川
で
あ
る
天
の
川
は
「
秋
」
に

は
霧
が
渡
る
と
い
う
。
こ
こ
で
の
霧
は
あ
た
り
を
隠
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
許
さ
れ

て
い
る
日
で
も
霧
が
逢
瀬
を
隠
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
は
、
逢
う
べ
き
男
女
が
七

夕
と
い
う
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
離
れ
た
、
歌
の
世
界
で
人
目
を
避
け
て

逢
う
男
女
と
同
じ
表
現
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
七
夕
伝
説
に
お
け
る
男
女
が
逢
う

こ
と
の
で
き
る
と
い
う
特
定
の
日
を
共
通
認
識
と
し
て
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
男
女

の
心
情
は
や
は
り
、
他
の
男
女
と
同
様
と
す
る
の
で
あ
る
。

霧
は
「
秋
」
の
景
物
と
し
て
詠
わ
れ
る
事
が
多
い
。
七
夕
歌
に
お
い
て
も
作
者

未
詳
歌
で
は
、「
秋
さ
れ
ば
川
霧
わ
た
る
天
の
川
川
に
向
き
居
て
恋
ふ
る
夜
ぞ
多

き

十
―
二
〇
三
〇
」・「
天
の
川
霧
立
ち
わ
た
り
彦
星
の
梶
の
音
聞
こ
ゆ
夜
の
ふ

七夕伝説の変容 ―再構築された和歌表現―

５



け
ゆ
け
ば

十
―
二
〇
四
四
」・「
君
が
舟
今
漕
ぎ
来
ら
し
天
の
川
霧
立
ち
わ
た
る

こ
の
川
の
瀬
に

十
―
二
〇
四
五
」・「
天
の
川
八
十
瀬
霧
ら
へ
り
彦
星
の
時
待
つ

船
は
今
し
漕
ぐ
ら
し

十
―
二
〇
五
三
」・「
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
天
の
川
霧

立
ち
わ
た
る
君
は
来
ぬ
ら
し

十
―
二
〇
六
八
」
と
い
う
よ
う
に
逢
う
べ
き
時
で

あ
る
「
秋
」
の
景
物
と
し
て
詠
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
霧
に
「
隠
る
」
と
詠

わ
れ
る
も
の
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧
ぬ
ば
た
ま
の
夜
霧
に
隠
り
遠
く
と
も
妹
が
伝
へ
は
早
く
告
げ
こ
そ

十
―
二
〇
〇
八

⑨
年
に
あ
り
て
今
か
ま
く
ら
む
ぬ
ば
た
ま
の
夜
霧
隠
れ
る
遠
妻
の
手
を

十
―
二
〇
三
五

⑧
で
は
、
逢
い
た
い
相
手
が
ま
だ
遠
く
霧
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
詠
い
、
⑨
で

は
、
第
三
者
の
立
場
で
霧
に
包
ま
れ
た
織
女
の
姿
を
表
現
し
て
い
る
。
霧
に
隠
れ

る
こ
と
を
詠
っ
て
は
い
る
が
、
二
星
の
逢
瀬
を
霧
が
隠
し
て
く
れ
る
と
い
う
意
味

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
作
者
未
詳
の
歌
の
表
現
と
は
異
な
り
、
家
持
は
、

こ
の
歌
群
以
前
の
霧
を
次
の
よ
う
に
詠
う
。

⑩
妹
が
袖
我
枕
か
む
川
の
瀬
に
霧
立
ち
渡
れ
さ
夜
ふ
け
ぬ
と
に

十
九
―
四
一
六
三

こ
の
歌
は
四
年
前
の
天
平
勝
宝
二
年
に
作
ら
れ
「
予
め
作
り
し
七
夕
の
歌
」
と

い
う
左
注
を
持
つ
。
こ
こ
で
は
、
二
人
が
会
っ
て
い
る
時
の
も
の
で
あ
る
。
隠
れ

る
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
い
も
の
の
、
霧
に
は
隠
す
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。
家
持
は
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
こ
の
歌
群
の
な
か
で
更
に
明
確

に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
霧
」
は
「
秋
」
の
美
し
い
景
物
と
し
て
詠
わ
れ
る

が
、
そ
れ
は
一
方
で
何
か
を
「
隠
す
」
も
の
で
も
あ
る
。「
川
」
を
恋
の
障
害
と

し
た
時
、
二
星
は
隔
て
る
物
が
あ
る
た
め
に
逢
え
な
い
男
女
と
同
じ
思
い
を
持
つ

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
障
害
を
気
に
す
る
男
女
の
「
隠
れ
る
」
こ
と
へ
の

願
い
を
家
持
は「
秋
」の
景
物
で
あ
る
霧
に
託
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
霧
」

は
恋
歌
で
は
、
は
か
な
さ
の
た
と
え
て
し
て
詠
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
恋

の
障
害
と
し
て
詠
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
隠
す
」
こ
と
が
霧
の
具
体
的
な
姿
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
男
女
が
や
っ
と
逢
え
た
時
、
そ
れ
を
包

み
込
み
、
外
界
か
ら
隠
す
べ
き
物
と
し
て
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

㋕
の
歌
は
㋐
の
歌
で
逢
う
こ
と
が
で
き
る
日
の
た
め
に
「
解
か
む
と
ぞ
紐
は
結

び
し
」
と
詠
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
の
秋
風
は
、
㋐
の
歌

で
「
秋
」
の
到
来
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
た
め
に
強
く
感
じ
た
風
か
ら
時
間
を
経

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
逢
う
時
間
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
、
心
情
と
し
て
は
「
今
か
今
か
と
」
と
詠
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
時
が
近
づ

く
こ
と
を
詠
っ
た
次
に
置
か
れ
る
の
歌
は
、
秋
の
景
が
具
体
的
に
詠
わ
れ
て
は
い

る
も
の
の
㋖
と
同
様
に
序
詞
と
し
て
の
表
現
で
あ
る
。「
秋
草
に
置
く
白
露
の
」

と
い
う
序
詞
は
「
飽
か
ず
」
を
導
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
白
露
は
「
秋
」
の
景

物
と
し
て
多
く
詠
わ
れ
る
。
恋
歌
に
お
い
て
は
「
秋
萩
の
上
に
置
き
た
る
白
露
の

消
か
も
し
な
ま
し
恋
つ
つ
あ
ら
ず
は

十
―
二
二
五
四
」の
よ
う
に
消
え
や
す
い
、

は
か
な
い
も
の
の
比
喩
と
し
て
と
詠
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、「
飽
か

ず
」
へ
と
続
く
例
は
見
ら
れ
な
い
。
家
持
は
、「
秋
」
の
歌
の
景
物
と
し
て
「
我

が
や
ど
の
尾
花
が
上
の
白
露
を
消
た
ず
て
玉
に
貫
く
も
の
に
も
が

八
―
一
五
七

二
」・「
さ
雄
鹿
の
朝
立
つ
野
辺
の
秋
萩
に
玉
と
見
る
ま
で
置
け
る
白
露

八
―
一

五
九
八
」
と
詠
ん
で
い
る
が
そ
の
歌
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
玉
の
よ
う
に
美
し
い

も
の
と
し
て
の
露
を
表
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
で
は
、

「
秋
」
の
景
物
と
し
て
詠
わ
れ
る
景
物
と
し
て
の
美
し
さ
を
逢
え
る
日
の
相
手
の

姿
と
し
て
詠
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
恋
歌
に
お
け
る
は
か
な

い
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
美
し
く
輝
く
露
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
逢
瀬
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現

と
な
っ
て
い
よ
う
。

歌
群
に
お
け
る
「
秋
」
の
表
現
を
見
て
き
た
が
、
八
首
の
う
ち
、
七
首
に
表
現

が
あ
る
も
の
の
、
風
以
外
の
具
体
的
表
現
は
序
詞
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ

６



る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
従
来
の
恋
歌
の
表
現
と
は
異
な
る
も
の
も
あ
り
、
逢

う
相
手
に
対
し
て
積
極
的
に
素
晴
ら
し
さ
を
詠
う
こ
と
で
、
期
待
感
の
表
れ
と

な
っ
て
お
り
、「
秋
」
の
逢
瀬
を
待
ち
望
む
心
情
を
強
く
表
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
は
、「
秋
」
を
待
つ
二
星
の
心
情
を
逢
瀬
を
願
う
を
男
女
の
思
い
と
し

て
一
般
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
歌
群
で
は
「
秋
」
は
逢

う
時
そ
の
も
の
と
な
り
、
ど
の
よ
う
に
「
秋
」
を
待
つ
か
、
ど
の
よ
う
に
迎
え
る

か
は
、
恋
す
る
男
女
が
逢
う
こ
と
そ
の
も
の
へ
の
期
待
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ

う
。

〔
三
〕

家
持
は
こ
の
歌
群
で
は
七
夕
伝
説
を
意
味
す
る
言
葉
を
多
く
使
わ
ず
、
七
夕
伝

説
の
二
人
が
逢
う
季
節
を
中
心
に
秋
の
恋
と
と
ら
え
た
歌
を
作
り
上
げ
て
い
る
と

い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
歌
は
ど
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
か
が

新
た
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
従
来
は
牽
牛
、
織
女
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
歌

を
歌
っ
て
い
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
八
首
を
歌
群
と
し
て
み
た
場
合
、
恋
が

ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
半
の
四
首
は
七
夕
伝
説
を
前
提
と
し
て
逢
う
ま
で
の
心
情
を
細
や
か
に
表
現

し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
相
手
と
ど
の
よ
う
に
逢
い
た
い
か
を
詠
い
、

そ
の
時
を
待
つ
心
情
は
む
し
ろ
に
こ
や
か
な
表
情
と
な
る
よ
う
な
喜
び
で
す
ら
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
従
来
の
七
夕
伝
説
歌
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
期

待
感
を
詠
う
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
七
夕
伝
説
を
表
す
表
現
が
少
な
い
こ

と
は
、
牽
牛
、
織
女
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
明
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ

て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
逢
う
喜
び
を
詠
う
四
首
に
お
い
て
は
、「
妹
」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
一
首
目
が
牽
牛
の
立
場
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
に
過
ぎ
な
い
。「
妹
」

と
表
現
す
る
も
の
の
、
逢
う
時
と
し
て
の
秋
を
迎
え
た
牽
牛
独
自
の
表
現
と
し
て

よ
り
も
、
相
手
に
逢
う
こ
と
を
期
待
す
る
「
男
」
と
し
て
の
表
現
と
い
え
よ
う
。

牽
牛
・
織
女
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
明
確
に
し
な
い
こ
と
で
、
こ
の
四
首
に
お
い

て
、
家
持
は
、
七
夕
伝
説
に
お
け
る
「
逢
う
」
こ
と
を
中
心
と
し
て
詠
お
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
前
半
の
四
首
で
は
、
一
年
に
一
度
会
え
る
こ
と
の
喜

び
の
心
情
を
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
首
の
後
に
あ
え
て
「
天
の
川
」
と
言
う
言
葉
を
持
つ
歌
を
置
い
た
の
は
、
そ

の
恋
の
障
害
と
な
る
の
が
川
で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
川

に
よ
っ
て
逢
え
な
い
と
い
う
状
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
渡
す
も
の
が
な
い
川
で
あ
れ
ば
よ
い
。
河
原
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
が
こ

の
歌
の
主
眼
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
天
の
川
」
を
詠
っ
た
歌
を
逢
う
こ
と
の
期
待

感
を
詠
っ
た
詩
の
後
に
配
列
し
た
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
ろ
う
。
以
下
の

歌
を
見
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は「
月
」に
関
す
る
表
現
で
あ
る
。
㋕
・
㋖
の
歌
で「
月

傾
き
ぬ
」・「
月
を
し
待
た
む
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
七
夕
伝

説
で
月
は
「
夕
星
も
通
ふ
天
道
を
い
つ
ま
で
か
仰
ぎ
て
待
た
む
月
人
を
と
こ

十
―
二
〇
一
〇
」・「
秋
風
の
清
き
夕
に
天
の
川
舟
漕
ぎ
渡
る
月
人
を
と
こ

十
―

二
〇
四
三
」・「
天
の
原
行
き
て
射
て
む
と
白
真
弓
引
き
て
隠
れ
る
月
人
を
と
こ

⑬

十
―
二
〇
五
一
」
と
空
を
渡
る
男
性
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。

天
上
の
男
が
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
七
夕
歌
の

例
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
、
天
上
の
男
女
が
眺
め
る
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
て
い

る
「
月
傾
き
ぬ
」
は
恋
歌
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑪
君
に
恋
し
な
え
う
ら
ぶ
れ
我
が
居
れ
ば
秋
風
吹
き
て
月
傾
き
ぬ

十
―
二
二
九
八

⑫
真
袖
も
ち
床
打
ち
払
ひ
君
待
つ
と
居
り
し
間
に
月
か
た
ぶ
き
ぬ

十
一
―
二
六
六
七

⑬
か
く
だ
に
も
妹
を
待
ち
な
む
さ
夜
ふ
け
出
で
来
し
月
の
傾
く
ま
で
に

十
一
―
二
八
二
〇

⑪
は
「
君
」・
⑫
は
「
妹
」
で
あ
る
た
め
、
男
女
ど
ち
ら
の
立
場
で
詠
う
も
の

七夕伝説の変容 ―再構築された和歌表現―
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も
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
⑬
の
歌
で
は
「
秋
風
」
が
詠
わ
れ
る
も
の
の
、
特
に
秋
の

月
に
の
み
「
月
傾
き
ぬ
」
と
言
う
表
現
が
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
真
袖
も

ち
床
打
ち
払
ひ
」
と
い
う
よ
う
に
、
相
手
が
訪
れ
る
条
件
が
そ
ろ
い
な
が
ら
、
時

が
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
を
月
の
動
き
で
表
現
し
、
相
手
が
訪
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
、
焦

燥
感
を
詠
う
も
の
で
あ
る
。
川
に
隔
て
ら
れ
た
恋
は
、
前
半
と
は
異
な
り
、
逢
え

な
い
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
歌
で
は
、
序
詞
で
相

手
と
逢
う
こ
と
の
へ
の
期
待
を
詠
い
つ
つ
も
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
と
詠
う
の
で

あ
る
。
こ
の
歌
の
「
月
を
待
つ
」
こ
と
は
、
逢
う
夜
の
月
の
出
を
詠
う
も
の
と
す

る
た
め
、
翌
年
の
逢
瀬
へ
の
思
い
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
も
う
翌
年
の
月
を
待

つ
こ
と
し
か
で
き
な
い
ほ
ど
、
今
年
の
逢
瀬
の
た
め
の
時
間
は
過
ぎ
て
い
っ
た
と

⑭

考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
、
二
人
は
逢
う
こ
と
は
か
な
わ
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
前
半
の
歌
に
あ
る
期
待
感
を
持
ち
つ
つ
も
逢
う
事
へ
の
あ
き
ら
め
が

詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
後
半
部
分
の
こ
の
二
首
は
牽
牛
・

織
女
ど
ち
ら
の
立
場
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
最
後
の
歌
を
見
て
い
き
た
い
。

㋗
の
歌
は
㋐
同
様
に
立
場
が
明
確
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、
前
の
二
首

を
受
け
る
か
の
よ
う
に
「
夜
ふ
け
な
む
か
」
と
詠
わ
れ
る
。
確
実
に
織
女
と
逢
う

こ
と
の
で
き
る
は
ず
の
日
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
舟
を
漕
い
で
い
る
う
ち
に
「
夜

ふ
け
な
む
か
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
訪
れ
よ
う
と
し
て
も
な
か
な
か
行

き
着
か
な
い
者
の
焦
燥
で
あ
ろ
う
。
作
者
未
詳
の
七
夕
歌
で
も
「
夜
が
ふ
け
る
」

こ
と
が
詠
わ
れ
る
が
二
星
の
心
情
と
し
て
は
、「
し
ば
し
ば
も
相
見
ぬ
君
を
天
の

川
舟
出
は
や
せ
よ
夜
の
ふ
け
ぬ
間
に

十
―
二
〇
四
二
」・「
風
吹
き
て
川
波
立
ち

ぬ
引
き
船
に
渡
り
も
来
ま
せ
夜
の
ふ
け
ぬ
間
に

十
―
二
〇
五
四
」・「
天
の
川
波

は
立
つ
と
も
我
が
舟
は
い
ざ
漕
ぎ
出
で
む
夜
の
ふ
け
ぬ
間
に

十
―
二
〇
五
九
」

と
い
う
よ
う
に
、
早
く
逢
う
た
め
に
と
言
う
意
味
で
使
わ
れ
、
逢
っ
て
い
る
時
の

も
の
と
し
て
は
「
天
の
川
な
づ
さ
ひ
渡
る
君
が
手
も
い
ま
だ
ま
か
ね
ば
夜
の
ふ
け

ぬ
ら
く

二
〇
七
一
」
と
い
う
よ
う
に
思
い
が
十
分
に
尽
く
せ
な
い
嘆
き
を
表
し

て
い
る
。
ま
た
、
第
三
者
の
立
場
で
は
、「
天
の
川
霧
立
ち
わ
た
り
彦
星
の
梶
の

音
聞
こ
ゆ
夜
の
更
け
ゆ
け
ば

十
―
二
〇
四
四
」
と
い
う
よ
う
に
、
夜
が
更
け
ゆ

く
と
と
も
に
二
星
が
逢
う
時
が
近
づ
く
と
い
う
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で

次
の
歌
は
第
三
者
の
立
場
で
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
夜
が
ふ
け
る
こ
と
と
逢
え
な
い

こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

⑭
天
の
川
瀬
を
速
み
か
も
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
ふ
け
に
つ
つ
逢
は
ぬ
彦
星

十
―
二
〇
七
六

逢
え
な
い
彦
星
で
は
あ
る
が
「
瀬
を
早
み
」
と
す
で
に
浅
瀬
に
届
き
な
が
ら
も

逢
え
な
い
も
ど
か
し
さ
と
な
っ
て
い
よ
う
。
家
持
は
こ
う
し
た
歌
を
基
に
し
つ
つ

「
青
波
に
袖
さ
へ
濡
れ
」
な
が
ら
「
か
し
」
を
振
る
様
子
を
描
く
。
か
し
を
水
底

に
振
り
下
ろ
す
動
作
で
袖
が
濡
れ
る
と
い
う
の
は
、
作
者
未
詳
の
歌
と
は
異
な

り
、
ま
だ
川
の
浅
瀬
に
は
着
い
て
い
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
よ
う
。
㋗
の
歌
で

は
川
を
漕
ぐ
こ
と
が
詠
わ
れ
る
も
の
の
、
㋕
・
㋖
で
は
天
上
の
恋
と
し
て
は
異
例

と
も
い
う
べ
き
、「
月
」
に
よ
る
時
間
の
経
過
が
詠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
上
の

恋
を
離
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
㋕
・
㋖
の
歌
は
、
㋗
の
歌
を
最
後
に
置
く
こ
と

で
、
渡
れ
な
い
川
で
待
っ
て
い
る
織
女
の
心
情
を
表
現
し
た
歌
と
し
て
み
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
最
後
の
歌
に
明
確
に
牽
牛
の
立
場

を
表
し
た
こ
と
に
よ
り
、
川
を
隔
て
た
男
女
の
恋
と
し
て
細
や
か
に
詠
ま
れ
た
心

情
は
、
今
ま
で
背
後
に
あ
っ
た
七
夕
伝
説
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
な
る
。
必
ず
逢

え
る
は
ず
の
二
星
が
ま
だ
逢
え
な
い
と
詠
う
の
は
七
夕
伝
説
の
共
通
理
解
の
う
え

⑮

で
歌
群
に
余
韻
を
残
し
て
終
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

家
持
は
前
半
で
は
隔
て
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
確
実
に
逢
え
る
喜
び
を
表
し
、

隔
て
ら
れ
て
い
る
川
の
存
在
を
示
す
歌
の
後
の
歌
で
は
、
一
日
の
み
の
逢
瀬
で
あ

る
た
め
に
、
時
間
の
経
過
に
待
つ
側
、
訪
れ
る
側
と
し
て
の
「
逢
え
な
い
」
悲
し

み
、
不
安
を
強
く
感
じ
る
男
女
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
歌
群
で

は
、
秋
の
恋
と
し
て
心
情
を
細
や
か
に
詠
い
つ
つ
、
七
月
七
日
の
逢
瀬
を
必
ず
逢

え
る
喜
び
と
一
年
に
一
度
し
か
逢
え
な
い
悲
し
み
を
詠
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
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お
わ
り
に

家
持
の
七
夕
歌
の
中
で
は
最
後
に
作
ら
れ
た
七
夕
歌
に
つ
い
て
は
、
八
首
と
い

う
歌
数
か
ら
、
従
来
は
、
構
成
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
事
が
多
か
っ
た
。
構
成
を

考
え
る
場
合
、
七
夕
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
牽
牛
、
織
女
の
立
場
を
明
確
に
す
る

⑯

た
め
に
表
現
を
読
み
取
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
家
持

の
こ
の
歌
群
は
、「
七
夕
の
歌
八
首
」
と
い
う
題
詞
と
「
独
り
天
漢
を
仰
ぎ
て
」

と
い
う
左
注
を
持
ち
な
が
ら
、
七
夕
伝
説
に
関
す
る
表
現
が
少
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
た
。
七
夕
を
詠
う
と
し
な
が
ら
、
あ
え
て
七
夕
伝
説
特
有
の
表
現
の
使

用
を
控
え
て
い
る
の
は
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
、
こ
の
歌
の
全
体
を

考
え
る
こ
と
と
な
り
、
歌
の
配
列
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
家
持

は
、
漢
詩
に
お
け
る
七
夕
を
理
解
し
つ
つ
、
ま
た
人
麻
呂
歌
集
以
降
の
作
者
未
詳

歌
、
憶
良
の
七
夕
に
お
け
る
和
歌
の
表
現
か
ら
七
夕
伝
説
を
理
解
し
た
上
で
川
に

隔
て
ら
れ
た
男
女
の
心
情
を
細
や
か
に
表
現
し
「
秋
」
に
逢
う
こ
と
を
歌
の
中
心

と
し
て
描
い
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
二
星
の
歌
と
し
て
伝
説
を
超
え
て
秋
の
景
に

包
ま
れ
た
世
界
を
作
り
あ
げ
た
も
の
が
こ
の
歌
群
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注

①
取
り
上
げ
た
以
外
の
家
持
の
七
夕
歌
は
次
の
様
で
あ
る
。

天
平
十
年

十
七
―
三
九
〇
〇
・
天
平
勝
宝
元
年

十
八
―
四
一
二
五
〜

七
・
天
平
勝
宝
二
年

十
九
―
四
一
六
三

②
天
平
十
年
の
題
詞
、
お
よ
び
問
題
と
し
た
天
平
勝
宝
六
年
の
左
注
に
は
「
独

り
」
と
あ
る
。
ま
た
、
天
平
勝
宝
元
年
の
左
注
は
「
右
は
、
七
月
七
日
に
、

天
漢
を
仰
ぎ
見
て
」、
天
平
勝
宝
二
年
の
題
詞
に
は
「
予
て
」
と
あ
る
た
め
、

い
ず
れ
も
宴
席
で
の
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

③
憶
良
の
七
夕
歌
は
次
の
四
例
で
あ
る
。
八
―
一
五
一
八
（
養
老
八
年

令
に

応
ふ
る
）、
一
五
一
九
（
神
亀
元
年
大
臣
の
宅
）、
一
五
二
〇
〜
二
（
天
平
元

年

こ
の
歌
は
一
に
は
帥
の
家
で
作
る
と
す
る
）
一
五
二
三
〜
六
（
天
平
二

年

帥
の
家
）

④
天
平
十
年
の
歌
に
お
け
る
「
織
女
を
迎
え
る
と
い
う
舟
」、
天
平
勝
宝
元
年
の

七
夕
伝
説
の
い
わ
れ
な
ど
に
強
く
影
響
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
す
る
の
が
通

説
で
あ
る
が
、
鈴
木
武
晴
氏
は
天
平
勝
宝
二
年
の
歌
の
織
女
へ
の
思
い
は
憶

良
の
七
夕
歌
を
念
頭
に
置
き
妻
へ
の
思
い
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
。「
予
作
七
夕

歌
論
」（『
山
梨
英
和
短
期
大
学
日
本
文
芸
論
集
』
十
九
号
）

⑤
知
古
嶋
笑
嘉
氏
「
大
伴
家
持
七
夕
歌
試
論
―
巻
二
十
『
七
夕
の
歌
八
首
』
独

詠
に
関
し
て
―
」『
国
文
目
白
』
三
十
六
号
・
森
斌
氏
「
大
伴
家
持
歌
の
特
質
」

『
広
島
女
学
院
大

日
本
文
学
』
十
三
号

⑥
「
花
」の
枕
詞
と
し
て
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
四
三
〇
六
の「『
初

秋
風
』
を
意
識
し
て
用
い
た
も
の
」
で
あ
る
が
、「
基
本
的
に
は
、
第
二
句
の

『
花
に
見
む
と
し
』
に
よ
っ
て
」
四
三
〇
七
の
第
四
句
を
承
け
る
歌
と
さ
れ

る
。「
万
葉
集
釋
注
」
四
三
〇
八
番
歌
の
釈
文
。
一
方
、『
萬
葉
集

古
典
集

成
本
』
で
は
「
花
の
様
に
短
い
逢
瀬
」
と
す
る
。
ま
た
、
吉
村
誠
氏
は
「
単

に
短
い
逢
瀬
と
い
う
だ
け
な
ら
、
格
別
、
歌
う
必
要
も
な
い
事
項
で
は
な
い

七夕伝説の変容 ―再構築された和歌表現―
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だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
や
は
り
華
や
か
さ
、
楽
し
さ
―
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
短

く
は
か
な
く
感
じ
ら
れ
る
―
が
感
じ
取
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
」
と
さ
れ

る
「
後
期
万
葉
歌
人
の
七
夕
歌
」『
大
伴
家
持
『
歌
日
誌
』
論
考
』。
期
待
感

を
表
す
た
め
に
は
考
え
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
集
中
に
用
例
が
な
い
た
め
、

こ
の
説
は
と
ら
な
か
っ
た
。

⑦
こ
の
左
注
の
「
中
衛
大
将
藤
原
北
卿
」
は
藤
原
房
前
を
い
う
。

⑧
森
斌
氏
は
「
初
」
と
い
う
表
現
は
家
持
が
好
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
父
旅
人
、

大
原
真
人
今
城
に
も
「
初
」
と
つ
く
言
葉
が
み
ら
れ
る
た
め
、「
初
」
が
つ
く

言
葉
は
「
家
持
の
近
辺
で
良
く
用
い
ら
れ
た
造
語
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ

る
。
注
⑤
に
同
じ
。

⑨
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
釋
注
』
四
三
〇
六
番
歌
当
該
語
句
の
注
。

⑩
伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
釋
注
』
四
三
〇
七
番
歌
当
該
語
句
の
注
。

⑪
も
う
一
例
の
「
に
こ
草
」
は
「
射
ゆ
鹿
を
認
ぐ
川
辺
の
に
こ
草
の
身
の
若
か

へ
に
さ
寝
し
子
ら
は
も

十
六
―
三
八
七
四
」
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
柔
ら

か
い
草
と
い
う
意
味
と
な
る
。

⑫
「
に
こ
よ
か
に
」
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
表
情
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、

吉
村
誠
氏
は
「
思
ほ
ゆ
」
は
「
通
常
、
対
象
が
心
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
を
言

う
の
で
」
あ
る
さ
れ
、「
単
に
自
分
の
気
分
の
み
を
言
う
の
で
は
な
い
」
た
め

に
「
相
手
の
に
こ
や
か
な
表
情
が
、
面
影
に
た
っ
て
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
。

注
⑥
に
同
じ
。

⑬
七
夕
歌
以
外
で
は
巻
十
に
「
月
を
詠
む
」
と
し
て
「
天
の
海
に
月
の
舟
浮
け

桂
梶
懸
け
て
漕
ぐ
見
ゆ
月
人
を
と
こ

二
二
二
三
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
月

人
を
と
こ
」
は
「
月
の
舟
を
漕
ぐ
若
者
」
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
こ
の
歌
の
「
月
を
し
待
た
む
」
は
翌
年
の
月
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
が
、

詠
う
立
場
を
牽
牛
と
す
る
説
（『
萬
葉
集
全
注
釈
』・『
萬
葉
集
評
釈
』
窪
田
）

織
女
と
す
る
説
（『
萬
葉
集
私
注
』・『
萬
葉
集
評
釈
』
吉
村
氏
注
⑥
）
と
分
か

れ
て
い
る
。

⑮
伊
藤
氏
は
最
後
に
置
か
れ
た
歌
に
つ
い
て
「
二
星
逢
会
の
頂
点
を
垣
間
見
せ

て
全
体
を
結
ん
だ
の
は
、
こ
の
場
合
の
家
持
の
、
一
つ
の
工
夫
な
の
で
あ
ろ

う
」
と
さ
れ
る
。『
萬
葉
集
釋
注
』
四
三
一
三
番
歌
の
釈
文
。
ま
た
、
吉
村
氏

は
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
、
家
持
は
政
治
的
苦
境
を
味
わ
い
、「
孤
独
と
寂

寥
」
を
感
じ
て
い
た
た
め
最
後
に
対
岸
に
た
ど
り
つ
い
て
い
る
牽
牛
は
「
孤

独
に
天
の
川
を
仰
ぎ
見
る
家
持
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
羨
望
の
対
象
で
あ
っ

た
ろ
う
」
と
さ
れ
、
二
星
の
焦
燥
、
落
胆
に
自
ら
を
重
ね
る
も
の
の
「
二
星

に
す
ら
完
全
に
は
一
致
し
な
い
自
己
の
孤
独
を
込
め
る
家
持
七
夕
歌
は
の
方

法
は
、
こ
こ
に
収
束
す
る
」
と
歌
群
を
ま
と
め
ら
れ
る
。
注
⑥
に
同
じ
。

⑯
こ
の
歌
群
の
構
成
に
つ
い
て
伊
藤
氏
は
前
半
四
首
、
後
半
四
首
と
も
に
波
紋

型
の
構
成
を
構
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。『
萬
葉
集
釋
注
』
当
該
八
首
に
対
す
る

釈
文
。

萬
葉
集
の
歌
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。
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