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作
ら
れ
た
不
安

　
は
じ
め
に

　
安
心
し
て
生
活
で
き
る
空
間
か
ら
出
て
い
く
こ
と
は
、
た
と
え
、
そ
こ
で
の
景
色

が
美
し
く
て
も
、
そ
れ
は
、
古
代
人
に
と
っ
て
、
大
き
な
不
安
で
あ
っ
た
。
古
代
人

は
、
日
常
の
生
活
空
間
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
境
界
を
越
え
て
、
異
郷
、
つ
ま
り
、
守

っ
て
く
れ
る
神
が
い
な
い
場
所
に
身
を
置
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
空
間
の
移
動

を
旅
と
呼
ぶ
時
、
こ
う
し
た
意
識
は
、
旅
の
歌
を
作
っ
て
い
く
。

　
都
に
身
を
置
く
万
葉
の
人
々
も
、
日
常
空
間
と
し
て
の
都
か
ら
出
て
行
く
時
に
旅

の
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
安
定
し
た
都
で
の
生
活
か
ら
出
て
旅
を
す
る
の
は
、
多
く
は

宮
人
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
、
そ
の
社
会
的
立
場
の
も
と
に
旅
に
出
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
日
常
の
空
間
を
思
う
。
戻
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、

歌
の
根
底
に
あ
る
の
は
多
く
は
不
安
で
あ
り
、
律
令
国
家
の
一
員
と
し
て
の
立
場
と
、

生
活
空
間
を
意
識
し
た
私
と
し
て
の
心
情
が
織
り
な
す
表
現
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
万
葉
の
旅
の
歌
の
中
で
、
女
性
で
あ
る
坂
上
郎
女
が
歌
っ
た
歌
が
あ
る
。

「
夏
四
月
、
大
伴
坂
上
郎
女
の
、
賀
茂
神
社
を
拝
み
奉
り
し
時
に
、
便
ち
相
坂
山
を

越
え
、
近
江
の
海
を
望
み
見
て
、
晩
頭
に
還
り
来
て
作
れ
る
歌
一
首
」
と
い
う
題
詞

を
も
ち
、

浅
　
　
野
　
　
則
　
　
子

木
綿
長
手
向
の
山
を
今
日
越
え
て
い
づ
れ
の
野
辺
に
廬
せ
む
わ
れ

六
－
一
〇
一
七

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
坂
上
郎
女
は
、
女
性
と
し
て
は
、
歌
の
種
類
が
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
を
当
時
の
旅
の
歌
の
中
に
置
い
て

考
え
る
時
に
、
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
都
と
い
　
国

う
空
間
に
身
を
置
く
女
性
、
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
の
旅
の
歌
を
読
む
の
が
小
稿
の
目

的
で
あ
る
。

一

　
坂
上
郎
女
は
、
当
時
の
女
性
と
し
て
は
、
珍
し
く
、
長
期
の
旅
の
経
験
を
も
つ
。

そ
れ
は
、
兄
で
あ
る
旅
人
が
大
宰
府
長
官
と
し
て
赴
任
し
た
お
り
、
妻
を
失
っ
た
時

に
、
そ
の
立
場
を
求
め
ら
れ
て
下
向
し
、
旅
人
が
や
が
て
、
大
納
言
と
な
っ
て
都
に

戻
る
に
先
立
ち
、
大
宰
府
か
ら
都
へ
の
帰
路
の
歌
が
あ
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。

歌
を
記
し
て
み
よ
う
。
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①
大
汝
　
少
彦
名
の
　
神
こ
そ
は
　
名
づ
け
始
め
け
め
　
名
の
み
を
　
名
児
出
と
負

　
ひ
て
　
わ
が
恋
の
千
　
重
の
一
重
も
　
慰
め
な
く
に

②
わ
が
背
子
に
恋
ふ
れ
ば
苦
し
暇
あ
ら
ば
拾
ひ
て
行
か
む
恋
忘
貝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
－
九
六
ご
丁
四

　
①
は
「
冬
十
一
月
に
、
大
伴
坂
上
郎
女
の
、
帥
の
家
を
発
ち
て
道
に
上
り
、
筑
前

国
の
宗
像
郡
の
、
名
宛
出
を
越
え
し
時
に
作
れ
る
歌
」
、
②
は
「
同
じ
く
、
坂
上
郎

女
の
京
に
向
ふ
海
路
に
浜
の
貝
を
見
て
作
れ
る
歌
一
首
」
と
、
い
う
題
詞
を
持
つ
も

の
で
あ
り
、
大
宰
府
か
ら
の
帰
路
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
題
詞
で
は
、

旅
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
①
の
歌
は
「
名
売
出
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

「
な
ぐ
」
と
つ
な
が
る
「
な
ご
」
と
い
う
音
を
持
つ
山
の
名
前
に
ひ
か
れ
て
歌
っ
た

も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
は
、
出
の
様
子
も
な
く
、
ま
た
、
日
常
を
超
え
た
場
所
の
物
と
い
う
表
現

も
強
く
現
れ
て
は
い
な
い
。
歌
の
表
現
の
中
心
は
、
恋
心
が
慰
め
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
は
、
旅
先
の
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、

そ
の
表
現
は
恋
歌
と
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、
②
の
歌
は
、
「
暇
あ
ら
ば
拾
ひ

に
行
か
む
住
吉
の
岸
に
寄
る
と
ふ
恋
忘
貝
」
（
七
－
一
一
四
七
）
と
い
う
類
歌
を
も

つ
と
さ
れ
る
。
類
歌
は
作
者
未
詳
で
あ
る
が
、
「
住
吉
」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
宮

人
の
住
吉
へ
の
行
幸
従
駕
の
お
り
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
旅
先
で
「
恋
忘
貝
」
を

拾
う
宮
人
は
、
「
暇
あ
ら
ば
」
と
自
ら
の
立
場
を
出
す
こ
と
で
、
自
由
に
な
ら
な
い

こ
と
を
歌
い
、
そ
れ
故
に
残
し
て
来
た
人
へ
の
思
い
を
「
恋
忘
れ
貝
」
に
託
し
た
い

と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
宮
人
た
ち
の
旅
の
歌
の
パ
タ
ー
ン
と
い
え
る
。
こ
こ
で
坂
上

郎
女
は
同
じ
「
恋
忘
貝
」
を
求
め
つ
つ
、
さ
ら
に
、
「
わ
が
背
子
に
恋
ふ
れ
ば
苫
し
」

と
歌
い
、
旅
を
歌
う
こ
と
よ
り
も
、
自
ら
の
恋
心
を
強
く
出
す
の
で
あ
る
。
坂
上
郎

女
の
旅
の
歌
は
、
当
時
の
女
性
と
し
て
は
、
珍
し
い
長
旅
を
経
験
し
つ
つ
も
、
表
現

は
、
恋
歌
の
形
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
常
の
空
間

か
ら
離
れ
た
不
安
と
い
う
も
の
は
、
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大

宰
府
か
ら
都
へ
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
希
有
な
体
験
を
し
な
が
ら
、
そ
の
時
点
で

は
、
坂
上
郎
女
は
、
日
常
を
離
れ
た
空
間
と
し
て
の
旅
を
特
に
取
り
立
て
て
歌
う
こ

と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
恋
歌
の
表
現
の
中
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
も
の
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。

　
日
常
の
生
活
空
間
で
あ
る
都
の
家
を
離
れ
て
歌
う
と
い
う
点
で
は
、
坂
上
郎
女
は

竹
田
、
跡
見
と
い
う
田
庄
に
行
っ
た
お
り
の
も
の
も
あ
る
。
「
大
伴
坂
上
郎
女
の
跡

見
庄
よ
り
、
宅
に
留
ま
れ
る
女
子
の
大
嬢
に
賜
へ
る
歌
」
（
四
－
七
二
三
・
四
）
、

「
大
伴
坂
上
郎
女
の
竹
田
庄
よ
り
女
子
の
大
嬢
に
贈
れ
る
歌
」
（
四
１
七
六
〇
・
こ
、

ま
た
、
季
節
毎
に
分
類
さ
れ
て
い
る
巻
ハ
で
は
、
秋
の
雑
歌
に
「
跡
見
庄
に
し
て
作
　
回

れ
る
」
（
一
五
六
〇
・
一
）
、
「
竹
田
庄
に
し
て
作
れ
る
」
と
す
る
歌
（
一
五
九
一
丁

三
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
巻
四
の
歌
は
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
都
に
残
し
た
娘

の
大
嬢
へ
の
思
い
が
中
心
で
あ
る
。
都
へ
の
思
い
と
い
う
こ
と
で
は
、
旅
の
歌
の
要

素
を
持
ち
得
て
い
る
が
歌
の
中
で
は
、
家
か
ら
遠
く
は
な
れ
て
い
る
た
め
に
、
娘
の

こ
と
を
思
と
い
う
こ
と
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
ひ
と
り
で
い
る
娘
へ
の

不
安
を
歌
う
こ
と
が
主
体
で
あ
り
、
自
ら
の
い
る
空
間
へ
の
不
安
感
は
な
い
の
で
あ

る
。
巻
八
の
雑
歌
で
は
、
一
五
九
二
の
歌
は
、
「
然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
小
田
を
刈
り

乱
り
田
廬
に
居
れ
ば
都
し
思
ほ
ゆ
」
と
「
都
」
と
い
う
空
間
が
提
示
さ
れ
、
そ
こ
に

い
な
い
自
己
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
確
か
に
旅
と
い
う
要
素
が

と
ら
え
ら
れ
る
も
の
の
、
場
所
は
、
自
ら
の
庄
が
あ
る
土
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日

常
と
は
異
な
っ
た
空
間
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
、
い
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
る
場
所
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で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
土
地
は
、
自
ら
と
関
わ
る
も
の
、
さ
ら
に
は
、

都
と
続
く
場
所
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
巻
ハ
の
他
の
歌
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
萩
」
「
鹿
の
声
」
「
黄
葉
」
が
歌
わ
れ
る
。
題
詞
を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
、
「
竹
田
」
、

「
跡
見
」
の
景
で
は
あ
る
が
、
都
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
秋
の
景
と
重
ね
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
土
地
の
独
自
性
を
み
る
こ
と
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
坂
上
郎
女
の
歌
の
中
で
、
日
常
空
間
を
離
れ
た
歌
を
み
て
い
く
と
、

そ
こ
で
は
、
確
か
に
実
体
と
し
て
の
移
動
は
あ
る
も
の
の
、
坂
上
郎
女
が
歌
っ
た
表

現
意
識
の
上
で
は
、
都
で
の
日
常
の
歌
と
大
き
く
異
な
る
表
現
は
用
い
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
実
体
は
お
く
と
し
て
、
歌
の
中
で
の
旅
と
い
う
の
は
、
恋
か
ら

切
り
離
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
考
え
つ
つ
、
問
題
と
し
て

い
る
歌
に
も
ど
っ
て
い
き
た
い
。

一

一

　
歌
で
は
、
ま
ず
、
今
い
る
場
所
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
木
綿
畳
手
向
け
の
山
」

を
越
え
た
場
所
で
あ
る
と
歌
う
。
題
詞
に
よ
っ
て
、
「
手
向
け
の
山
」
と
は
「
相
坂

山
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
相
坂
山
」
は
歌
の
表
現
に
お
い
て
は
、
歌
枕

と
な
っ
て
、
古
今
集
以
降
は
、
多
く
「
逢
坂
山
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
「
逢
」
と
い
う

言
葉
か
ら
、
多
く
は
恋
歌
に
使
わ
れ
る
が
、
万
葉
集
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
歌
わ
れ

方
を
す
る
の
は
、
次
の
二
例
に
す
ぎ
な
い
。

③
吾
妹
子
に
相
坂
山
の
は
だ
薄
穂
に
は
咲
き
出
で
ず
恋
ひ
渡
る
か
も

十
－
二
二
八
三

④
吾
妹
子
に
逢
坂
出
を
越
え
て
来
て
泣
き
つ
つ
居
れ
ど
逢
ふ
よ
し
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
－
三
七
六
二

　
③
の
歌
は
、
巻
十
の
秋
相
聞
の
う
ち
「
花
に
寄
せ
た
る
」
に
い
れ
ら
れ
て
い
る
。

「
相
坂
山
」
に
あ
る
「
は
だ
薄
」
と
歌
わ
れ
、
実
際
の
薄
の
姿
よ
り
も
、
「
相
坂
山
」

と
い
う
名
を
持
つ
山
に
あ
る
が
故
に
恋
歌
の
表
現
に
と
り
こ
ま
れ
た
と
い
え
よ
う
。

次
の
④
は
、
中
臣
宅
守
と
狭
野
茅
上
娘
子
の
贈
答
歌
の
う
ち
の
一
首
で
、
中
臣
宅
守

の
も
の
で
あ
る
。
宅
臣
は
越
前
に
配
流
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
越
前
へ
の
行
程
で
、

「
逢
坂
山
」
は
通
る
も
の
の
、
こ
こ
で
も
「
逢
ふ
よ
し
も
な
し
」
と
言
う
言
葉
と
対

比
さ
せ
る
た
め
の
「
逢
う
」
と
い
う
名
を
も
っ
た
「
逢
坂
山
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
万
葉
集
に
お
い
て
、
そ
の
名
の
う
ち
の
「
逢
」
と
い
う
部

分
の
た
め
に
、
恋
歌
の
表
現
に
使
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
も
の
の
、
そ
の
数
は
多
く
は
　
図

な
い
。

　
　
「
相
坂
山
」
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
大
化
二
年
正
月
（
六
四
六
）
、
詔
で

「
北
は
近
江
の
狭
々
波
の
合
坂
山
よ
り
以
来
を
畿
内
国
と
な
す
」
と
定
め
ら
れ
た
場

所
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
を
越
え
れ
ば
、
畿
内
で
は
な
い
と
い
う
場
所
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
る
山
で
あ
り
、
都
人
に
と
っ
て
は
、
異
郷
と
い
っ
て
も
よ
い
。
坂
上

郎
女
が
「
手
向
け
の
山
」
と
歌
う
の
も
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
こ
の
意
識
は
万
葉

集
の
先
の
二
首
以
外
の
歌
に
現
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
み
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

⑤
そ
ら
み
つ
　
倭
の
国
　
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
越
え
て
　
山
城
の

　
ち
は
や
ぶ
る
　
宇
治
の
渡
り
　
滝
屋
の
　
阿
後
厄
の
原
を
　
千
歳
に

管
木
の
原

欠
く
る
こ
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１

　
と
な
く
　
万
歳
に
　
あ
り
通
は
む
と
　
山
科
の
　
石
田
の
杜
の
　
す
め
神
に
　
幣

　
帛
取
り
向
け
て
　
わ
れ
は
越
え
行
く
　
相
坂
山
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
－
三
不
二
六

⑥
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
出
過
ぎ
て
　
も
の
の
ふ
の
　
宇
治
川
渡
り
　
少
女
ら
に
　
相

　
坂
山
に
　
手
向
草
　
幣
取
り
置
き
て
　
吾
妹
子
に
　
浪
江
の
海
の
　
沖
つ
波
　
来

　
寄
る
浜
辺
を
　
く
れ
く
れ
と
　
独
り
ぞ
　
我
が
来
る
　
妹
が
目
を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
－
三
戸
二
七

⑦
相
坂
を
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
淡
海
の
海
白
木
綿
花
に
波
立
ち
渡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
－
三
二
三
八

⑧
大
君
の
　
命
畏
み
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
　
奈
良
山
越
え
て
　
真
木
積
む
　
泉
の
川
の

　
速
き
瀬
を
　
棹
さ
し
渡
り
　
ち
は
や
ぶ
る
　
宇
治
の
渡
り
の
　
た
ぎ
つ
瀬
を
　
見

　
つ
つ
渡
り
で
　
近
江
道
の
　
相
坂
出
に
　
手
向
け
し
て
　
わ
が
越
え
行
け
ば
　
楽

　
浪
の
　
志
賀
の
韓
崎
　
幸
く
あ
ら
ば
　
ま
た
か
へ
り
見
む
　
道
の
隈
　
八
十
隈
ご

　
と
に
　
嘆
き
つ
つ
　
我
が
過
ぎ
行
け
ば
　
い
や
遠
に
　
里
離
り
来
ぬ
　
い
や
高
に

　
山
も
越
え
来
ぬ
　
剣
太
刀
　
鞘
ゆ
抜
き
出
て
　
伊
香
胡
山
　
い
か
に
か
我
が
せ
む

　
行
方
知
ら
ず
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
－
三
二
回
○

　
こ
れ
ら
の
歌
は
、
す
べ
て
、
作
者
未
詳
の
長
歌
の
巻
で
あ
る
巻
十
三
に
の
せ
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
近
江
関
係
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
⑤
～
⑦

の
歌
は
、
「
右
は
三
首
」
と
配
列
上
で
ひ
と
ま
と
ま
り
に
さ
れ
て
お
り
、
⑥
は
そ
の

歌
の
前
に
「
或
る
本
に
日
は
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
⑤
の
類
歌
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
⑤
の
歌
で
は
倭
の
国
か
ら

境
の
出
で
あ
る
奈
良
山
を
越
え
て
、
山
城
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
宇
治
へ
と
い
う
道
行

の
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
旅
の
目
的
、
歌
わ
れ
た
時
代
は
あ
き
ら
か
に
で

き
な
い
も
の
の
、
公
的
な
旅
に
出
た
宮
人
が
、
旅
の
要
所
を
歌
い
込
む
こ
と
で
、
安

全
を
願
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
の
目
的
の
場
所
を
具
体
的
に

「
浪
海
の
海
」
と
に
歌
う
の
が
⑥
の
歌
と
い
え
よ
う
。
⑥
の
歌
は
、
⑤
の
歌
と
奈
良

か
ら
の
地
名
を
連
ね
る
と
い
う
点
で
は
、
類
似
の
表
現
を
持
つ
が
、
⑤
の
歌
が
「
千

歳
に
　
欠
け
る
事
無
く
　
万
歳
に
　
あ
り
通
は
む
と
」
と
演
っ
て
公
の
旅
の
歌
と
し

て
の
部
分
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
地
名
の
［
相
坂
山
］
を
「
少
女
ら
に
」
と
い

う
枕
詞
で
導
き
、
次
の
「
浪
江
の
海
」
の
枕
詞
も
「
吾
妹
子
」
で
あ
る
よ
う
に
、
恋

歌
の
要
素
を
持
ち
、
末
尾
の
残
し
て
き
た
「
妹
」
へ
の
思
い
へ
と
つ
な
い
で
い
く
。

つ
ま
り
、
⑥
の
歌
は
別
れ
が
中
心
で
あ
り
都
と
の
距
離
は
、
そ
の
心
情
の
た
め
に
強

調
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
⑥
の
旅
の
締
め
く
く
り
と
し
て
浪
海
を
歌
う
の
が
⑦
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
近
江
と
い
う
土
地
の
遠
さ
や
、
旅
の
不
安
よ
り
も
、
境
の
山
と
し
　
図

て
手
向
け
す
る
「
相
坂
山
」
を
越
え
て
、
畿
内
の
外
で
あ
る
近
江
へ
来
た
時
、
そ
の

近
江
の
景
物
を
褒
め
る
と
い
う
形
を
と
る
旅
の
歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
次
の
⑧
の
歌
は
ま
ず
「
大
君
の
　
命
畏
み
」
と
歌
い
、
そ
の
旅
が
宮
人
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
奈
良
山
を
越
え
、
泉
川
、
宇
治
と
進
み
、
「
相

坂
山
」
を
越
え
る
と
い
う
よ
う
に
地
名
を
連
ね
た
道
行
き
の
表
現
を
使
う
の
は
⑤
、

⑥
の
歌
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
、
さ
ら
に
旅
を
進
め
て
、
「
伊
香
胡
山
」
を

越
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
宮
人
の
旅
で
あ
る
こ
と
を
歌
い
つ
つ
も
⑤
の
歌
の
よ
う

な
職
務
へ
の
喜
び
は
な
く
、
作
者
の
目
は
都
と
の
距
離
を
測
り
、
嘆
き
に
終
始
す
る
。

　
　
「
相
坂
山
」
を
歌
う
の
は
、
奈
良
か
ら
近
江
へ
の
道
行
き
の
歌
に
多
く
、
歌
の
中

で
、
多
く
の
地
名
に
よ
っ
て
、
そ
の
遠
さ
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
都
人
の
近
江
へ
の

旅
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
は
、
畿
内
を
出
る
と
い
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
る
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も
の
で
あ
る
。
坂
上
郎
女
も
ま
た
、
手
向
け
を
す
る
山
と
歌
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た

歌
と
同
様
に
畿
内
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
歌
を
み
て
い
く
と
、
旅
先
の
近
江
は
⑥
の
歌
で
は
「
く
れ
く
れ
と
　
独

り
そ
わ
が
来
る
　
妹
が
目
を
欲
り
1
‐
と
、
こ
と
さ
ら
心
の
暗
さ
を
歌
い
、
⑧
の
歌
は
、

最
終
目
的
で
は
な
い
も
の
の
［
相
坂
山
］
は
［
嘆
き
つ
つ
］
越
え
て
い
く
場
所
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
相
坂
山
」
を
越
え
る
歌
に
は
、
⑤
の
歌
の
よ
う
に
職
務
へ

の
期
待
、
⑦
の
反
歌
の
、
「
淡
海
の
海
」
の
具
体
的
な
様
子
も
あ
る
も
の
の
、
心
情

表
現
は
、
旅
の
不
安
が
中
心
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
畿
内
の
外
に
出
る

と
い
う
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
都
か
ら
近
江
へ
の
旅
を
歌
う
歌
を
見
て
き
た
が
、
近
江
と
は
、
都
人
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
に
歌
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
近
江
と
い
う
地
名
は
、
旅
の
歌
と
し
て
扱
わ
れ

る
時
、
「
近
江
旧
都
」
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
麻
呂
の
「
近
江
荒
都
」

こ
ー
二
九
～
三
回
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
壬
申
の
乱
で
廃
墟
と
化
し
た
近
江

京
へ
の
思
い
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
は
「
荒
都
歌
」
以
外
に
も
「
近
江
の

国
よ
り
上
り
来
た
り
し
時
に
」
と
い
う
題
詞
を
待
つ
歌
（
三
―
二
六
四
）
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
人
麻
呂
の
前
に
は
、
素
性
が
明
ら
か
で
は
な
い
作
者
、
刑
部
垂
麻
呂
の

「
近
江
の
国
よ
り
上
り
来
し
時
に
」
と
い
う
題
詞
を
待
つ
歌
（
三
－
二
六
三
）
が
あ

る
。
さ
ら
に
高
市
黒
人
の
歌
（
一
－
三
二
～
三
、
三
－
三
〇
五
）
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
限
ら
れ
た
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後

に
こ
う
し
た
発
想
の
歌
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
　
時
代
が
下
っ
て
も
、
「
近
江
」

と
い
う
地
名
に
都
人
が
感
傷
的
な
感
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ

　
　
「
近
江
」
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
見
た
場
合
、
こ
う
し
た
歴
史
的
な
背
景
を
も
た

ず
に
、
単
に
そ
の
地
名
の
み
で
歌
わ
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
近
江
の
海
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

⑨
淡
育
の
海
波
か
し
こ
み
と
風
守
り
年
は
や
経
な
む
漕
ぐ
と
は
な
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
１
一
三
九
〇

⑩
淡
育
の
育
英
つ
島
山
奥
ま
へ
て
わ
が
思
ふ
妹
が
言
の
繁
け
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
１
二
七
二
八

⑨
近
江
の
育
湊
は
八
十
い
づ
く
に
か
君
が
船
泊
て
草
結
び
け
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
１
一
一
六
九

②
近
江
の
育
　
泊
八
十
泊
あ
り
　
八
十
島
の
　
縞
の
崎
崎
　
あ
り
立
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｉ
～
（
以
下
賂
）
　
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
１
三
二
三
九

　
右
に
あ
げ
た
歌
の
中
で
、
⑨
は
「
海
に
寄
せ
る
」
と
い
う
分
類
に
よ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
歌
は
比
喩
歌
で
あ
り
、
「
波
か
し
こ
み
」
と
歌
い
、
波
が
お
そ
ろ
し
く
て
、
逢

え
な
い
こ
と
を
嘆
く
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
⑩
も
比
喩
歌
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
沖
の
島
が
歌
わ
れ
、
心
の
奥
に
秘
め
た
思
い
と
重
な
っ
て
い
る
。
⑥
、
②
の
歌

は
、
そ
こ
に
多
く
あ
る
湊
が
う
た
わ
れ
、
⑨
の
歌
で
は
、
旅
す
る
相
手
の
宿
り
を
思

う
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
近
江
の
土
地
と
は
、
都
人
に
と
っ
て
「
海
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
、
広
い
水
面
を
持
つ
琵
琶
湖
と
し
て
歌
わ
れ
る
土
地
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
実
体
と
し
て
そ
れ
が
湖
で
あ
っ
た
と
し
て
も
歌
の
中
の
感
覚
は
「
海
」
と
同
じ

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
様
に
海
へ
の
旅
の
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歌
で
あ
る
住
吉
が
、
そ
の
海
辺
の
様
子
を
多
く
歌
う
の
に
対
し
、
先
に
あ
げ
た
歌
の

中
で
不
安
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
近
江
へ
の
旅
と
い
う
の
は
、
畿
内

の
外
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
海
の
様
子
よ
り
も
、
異
郷
と
し
て
の
不
安
が
先
立

つ
の
で
あ
っ
た
。

　
旅
の
歌
と
し
て
は
、
す
で
に
住
吉
で
の
宮
人
の
歌
と
の
類
似
表
現
を
持
つ
歌
を
作

り
得
た
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
地
名
へ
の
興
味
は
、
旅
の
歌
の
中
で
の
、

ま
た
、
異
な
っ
た
表
現
へ
の
興
味
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
坂

I
‐
j
l
l
S
W
‐
l
a

え
ら
れ
る
。
作
者
は
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
遣
新
羅
使
と
い
う
公
的
な
立
場
の

宮
人
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
類
歌
と
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
「
廬
」
す
る
場
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
旅
先
で
の

「
廬
」
の
具
体
的
な
歌
い
方
を
み
て
い
き
た
い
。

⑩
高
島
の
阿
戸
白
波
は
騒
げ
ど
も
我
れ
は
家
思
ふ
廬
り
悲
し
み

七
―
一
二
二
八

上
郎
女
は
、
そ
う
し
た
意
味
を
も
っ
た
土
地
を
あ
え
て
、
歌
の
中
で
「
廬
」
す
る
場
　
　
　
⑧
河
口
の
野
辺
に
廬
り
て
夜
の
経
れ
ば
妹
が
手
本
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
　
家
持

所
と
し
て
選
ぶ
の
で
あ
る
。

一

一

一

　
問
題
と
し
て
い
る
歌
で
は
「
手
向
け
の
出
」
で
あ
る
坂
出
を
越
え
て
、
近
江
へ
と

や
っ
て
来
た
作
者
が
そ
こ
で
旅
寝
の
場
所
を
探
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
部
分
で
あ
る

四
句
目
と
五
句
目
の
表
現
に
は
、
次
の
よ
う
な
類
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
伴
の
御
津
に
船
乗
り
漕
ぎ
出
て
は
い
づ
れ
の
島
に
廬
せ
む
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
―
三
五
九
三

　
十
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
遣
新
羅
使
歌
群
の
「
発
つ
に
臨
む
時
に
作
る
歌
」
と
い

う
三
首
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
も
の
で
、
旅
路

の
夜
の
不
安
を
歌
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
三
首
に
あ
り
、
前
の
歌
が
「
海
原
に
浮
寝

せ
む
夜
は
沖
つ
風
い
た
く
な
吹
き
そ
妹
も
あ
ら
な
く
に
」
（
三
五
九
二
）
と
、
海
上

で
の
宿
り
の
不
安
を
歌
う
の
に
対
し
て
、
陸
上
で
の
宿
り
の
不
安
を
歌
う
も
の
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
―
一
〇
二
九

前
橋
の
花
散
ら
す
春
雨
い
た
く
降
る
旅
に
や
君
が
廬
り
廿
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
Ｉ
▽
几
一
八
　
春
相
聞

⑩
宵
に
逢
ひ
て
朝
面
な
み
名
張
に
か
日
長
く
妹
が
廬
り
せ
り
け
む
　
長
皇
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
－
六
〇

前
舟
泊
て
て
か
し
振
り
立
て
て
り
廬
せ
む
名
子
江
の
浜
辺
過
ぎ
か
て
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
―
一
一
九
〇

前
玉
藻
刈
る
処
女
を
過
ぎ
て
夏
草
の
野
島
が
崎
に
廬
す
わ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
－
三
六
〇
六
（
三
－
二
五
〇
の
一
本
）

⑩
大
和
に
は
聞
こ
え
も
行
く
か
大
我
野
の
竹
葉
刈
り
敷
き
廬
り
せ
り
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
－
一
六
七
七

⑩
恋
繁
み
慰
め
か
ね
て
ひ
ぐ
ら
し
の
鴫
く
島
蔭
に
廬
り
す
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
―
三
六
二
〇

囲
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⑥
秋
田
刈
る
仮
廬
を
作
り
廬
り
し
て
あ
る
ら
む
君
を
見
む
よ
し
も
が
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
二
四
八
　
秋
相
聞
（
水
田
）

⑥
鶴
が
音
の
聞
こ
ゆ
る
田
井
に
廬
り
し
て
わ
れ
旅
に
あ
り
と
妹
に
告
げ
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
―
二
二
四
九
　
秋
相
聞
（
水
田
）

⑩
秋
田
刈
る
旅
の
廬
に
時
雨
降
り
わ
が
袖
濡
れ
ぬ
干
す
人
な
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
二
三
五
　
秋
雑
歌
（
雨
）

　
　
「
廬
」
は
、
夜
に
な
っ
て
か
ら
い
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
こ
と
さ
ら
、
家

が
思
い
お
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
⑩
の
歌
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
家
持
の
⑩
の
歌
は
、

天
平
十
二
年
、
藤
原
広
嗣
の
反
乱
後
に
聖
武
天
皇
が
伊
勢
に
行
幸
し
た
時
の
も
の
。

こ
こ
で
、
家
持
は
旅
寝
で
あ
る
こ
と
を
「
妹
の
手
本
」
を
恋
し
く
思
う
こ
と
で
感
じ

る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
具
体
的
に
共
寝
の
相
手
の
不
在
に
よ
り
、
旅
を
意
識
す

る
の
は
、
⑤
の
歌
も
同
様
で
あ
る
。
多
く
の
旅
が
男
性
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

⑩
の
歌
は
、
女
性
が
「
廬
」
し
て
い
る
こ
と
を
男
性
か
ら
歌
っ
て
い
る
。
⑥
、
瀋
の

よ
う
に
、
場
所
を
歌
う
こ
と
の
み
で
、
都
が
歌
わ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
、

都
と
の
対
比
で
あ
ろ
う
。
次
の
⑩
の
歌
は
、
大
宝
元
年
の
十
月
の
持
続
天
皇
の
紀
伊

国
行
幸
時
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、
「
廬
」
の
わ
び
し
さ
を
「
竹
葉
刈
り
敷
」

く
と
し
、
家
で
の
夜
と
は
違
う
こ
と
を
歌
い
、
都
へ
そ
の
様
子
を
伝
え
た
い
と
い
っ

て
、
都
に
い
る
相
手
と
の
本
来
の
あ
り
か
た
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

表
現
は
⑩
の
遣
新
羅
使
の
歌
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
恋
と
は
、
都
か
ら
離
れ
、

共
寝
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
起
こ
る
心
情
に
他
な
ら
な
い
。
旅
に
出
た
側
で

は
な
く
、
待
つ
側
か
ら
の
歌
は
　
⑩
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
自
ら
の
寂
し
さ
と
共
に
、

共
寝
を
す
べ
き
相
手
が
仮
の
宿
り
で
不
安
で
あ
る
こ
と
を
歌
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

本
来
、
存
在
す
べ
き
場
所
で
は
な
い
所
と
し
て
の
「
廬
」
は
○
～
⑩
の
歌
の
刈
り
入

り
時
の
田
に
お
け
る
「
廬
」
と
い
う
も
の
も
い
れ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
程
度
固

定
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
旅
そ
の
も
の
と
は
、
そ
の
場
所
自
体
の
不
安
と
い
う
点
で

は
異
な
っ
て
は
い
る
か
、
こ
こ
で
は
、
家
の
対
で
あ
り
、
家
郷
へ
の
思
い
と
い
う
点

で
は
同
じ
て
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
う
し
た
、
旅
と
い
う
状
況
に
よ
る
別
離
は
「
廬
す
る
」
と
い
う
表
現
を
と
る
が
、

そ
れ
は
、
夜
と
い
う
時
間
の
も
の
で
あ
り
、
背
後
に
は
、
一
対
の
相
手
と
の
共
寝
が

あ
り
、
安
定
し
た
共
寝
の
対
極
で
あ
る
が
故
に
、
わ
び
し
さ
を
強
く
歌
う
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
坂
上
郎
女
は
、
畿
内
を
出
た
と
い
う
不
安
を
「
い
づ
れ

の
野
辺
」
と
い
う
定
ま
ら
な
い
未
知
の
場
所
に
「
廬
」
す
る
と
歌
う
こ
と
で
さ
ら
に

強
め
て
い
る
。
実
体
と
し
て
、
旅
の
宿
り
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
廬
を
む
す
ん
だ
と
　
国

し
て
も
、
そ
れ
は
、
旅
と
い
う
状
況
で
あ
る
限
り
、
歌
の
表
現
で
は
、
不
安
を
か
き

立
て
る
も
の
で
あ
り
、
都
と
の
距
離
を
思
う
時
、
共
寝
へ
の
希
求
が
高
ま
る
も
の
に

他
な
ら
な
い
。

四
　
問
題
と
し
て
い
る
歌
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
、
「
こ
れ
は
、
今
夜
の
宿
り
を
気

遣
う
心
を
、
遠
く
鄙
に
旅
す
る
人
の
心
細
さ
を
表
す
輯
旅
歌
の
発
想
で
う
た
っ
た
の

で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
「
一
種
の
文
学
的
虚
痢
」
と
さ
れ
て
い
る
。
題
詞
で
は
、
「
晩

頭
に
帰
り
来
た
り
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
表
現
は
、
実
体
で
は
な
く
、

旅
の
歌
そ
の
も
の
に
対
す
る
坂
上
郎
女
の
意
識
の
現
れ
で
あ
る
。



：作られた不安則子浅野

１

　
旅
と
は
、
坂
上
郎
女
の
時
代
、
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
多
く
は
、
宮
人

で
あ
る
男
性
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
望
む
と
望
ま
ざ
る
に
関
わ
ら
ず
、
宮
人

と
し
て
の
立
場
上
、
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
あ
り
、
半
ば
強
制
的
に
、
都

に
い
る
愛
し
い
人
と
別
れ
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
心
情
に
至
ら
せ
る
と
い
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
梶
川
信
行
氏
は
、
旅
の
歌
の
位
相
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
中
で
「
多
分

に
恋
歌
の
発
想
と
共
通
の
基
盤
を
持
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
原
因
は
、
「
『
家
』

と
の
距
離
感
で
あ
り
、
『
妹
』
に
あ
え
な
い
こ
と
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
旅
は
、
た
と

え
、
多
く
の
人
と
共
に
い
て
も
、
一
対
の
相
手
と
い
な
い
た
め
に
、
独
り
寝
を
意
識

す
る
の
で
あ
る
。
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
、
実
体
的
に
は
、
多
く
の
人
と
と
も
に
し
て

い
る
旅
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
、
万
葉
集
の
表
現
の
中
に
置
い
た
時
、
そ
れ
は
、

宮
人
が
独
り
寝
を
嘆
く
も
の
と
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
え

て
、
女
性
の
側
か
ら
の
表
現
を
つ
か
わ
な
い
こ
と
で
、
多
く
の
男
性
の
旅
の
歌
と
重

ね
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
の
旅
と
い

う
概
念
ど
い
え
よ
う
。
都
人
に
と
っ
て
の
畿
内
か
ら
外
へ
出
る
こ
と
の
不
安
、
そ
し

て
、
独
り
寝
。
坂
上
郎
女
に
は
、
近
江
と
い
う
地
に
至
っ
て
見
た
景
で
は
な
く
、
都

か
ら
、
そ
こ
ま
で
の
距
離
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
限
り
、
都
人
の

共
通
の
認
識
と
し
て
の
旅
の
歌
が
こ
の
歌
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
、

新
し
い
表
現
で
は
な
く
、
個
性
が
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
、
歌

の
表
現
の
上
で
敢
え
て
、
彼
女
が
志
向
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
男
性
の
宮
人
た
ち

の
旅
の
歌
と
し
て
の
共
通
理
解
が
っ
く
り
あ
げ
た
型
に
入
れ
込
む
こ
と
で
、
「
旅
」

と
い
う
も
の
を
取
り
出
し
、
そ
の
固
定
さ
れ
た
背
後
関
係
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
旅
」
と
い
う
も
の
を
、
場
所
の
移
動
と
し
て
歌
い
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
中
西
進
氏
は
、
坂
上
郎
女
に
つ
い
て
、
男
性
の
歌
の
世
界
で
あ
る
「
旅
」
の
歌
も

歌
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
男
性
の
歌
と
女
性
の
歌
と
の
橋
渡
し
を
し
て
い
る
と
さ
掲
、

こ
う
し
た
あ
り
方
が
『
土
佐
日
記
』
へ
と
つ
な
が
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
自
ら
の
、
女

性
と
し
て
は
珍
し
い
体
験
の
中
で
、
そ
の
実
体
を
そ
の
ま
ま
歌
う
こ
と
な
く
、
あ
く

ま
で
、
歌
の
表
現
の
共
通
理
解
を
も
と
と
し
て
、
歌
の
世
界
を
広
げ
て
い
っ
た
と
い

う
の
が
、
坂
上
郎
女
の
歌
い
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
中
西
氏
も
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
、
男
性
の
歌
、
女
性
の
歌
の
パ
タ
ー
ン
を
超
え
て
い
く
。
こ
う
し
た
あ
り

方
は
、
や
が
て
家
持
へ
と
継
承
さ
れ
、
女
性
中
心
の
表
現
世
界
で
あ
っ
た
恋
歌
の
広

が
り
を
み
る
の
で
あ
る
。

図
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注

①
坂
上
郎
女
の
大
宰
府
下
向
に
つ
い
て
は
、
①
女
性
と
し
て
の
日
常
的
な
世
話
、
養

　
育
②
一
族
の
「
妻
」
（
家
刀
自
）
と
し
て
の
役
割
、
③
祭
祀
的
な
も
の
と
い
う
説

　
が
あ
り
、
決
定
は
見
て
い
な
い
。

②
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
。
旅
人
が
十
二
月
に
上
京
す
る
の
に
先
立
っ
て
の
上
京
で

　
あ
る
。

③
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
拙
稿
で
詳
述
し
た
。
「
千
重
の
一
重
も
慰
め
な
く
に
」

　
『
大
伴
坂
上
郎
女
の
研
究
』

④
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
拙
稿
で
論
じ
て
い
る
。
註
三
に
同
じ
。

⑤
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は
次
の
通
り
。

　
妹
が
目
を
始
見
の
崎
の
秋
萩
は
こ
の
月
ご
ろ
は
散
り
こ
す
な
ゆ
め
　
八
－
一
五
六
〇

　
吉
名
張
の
猪
養
の
山
に
伏
す
鹿
の
嬬
呼
ぶ
声
を
聞
く
が
羨
し
さ
　
　
ハ
ー
一
五
六
一

　
隠
口
の
泊
瀬
の
山
は
色
づ
き
ぬ
時
雨
の
雨
は
降
り
に
け
ら
し
も
　
　
八
丿
一
五
九
三

⑥
万
葉
集
に
お
い
て
は
こ
の
表
記
の
ほ
か
は
「
安
布
左
可
山
」
（
十
五
－
三
七
六
二
、

　
中
臣
宅
守
の
歌
）
を
見
る
の
み
で
あ
り
、
本
文
の
表
記
上
は
、
後
世
の
「
逢
坂
山
」

　
を
み
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

⑦
始
め
て
「
逢
坂
山
１
‐
と
表
記
さ
れ
る
の
は
古
今
集
で
あ
る
。

　
逢
坂
に
て
人
を
別
れ
け
め
時
に
よ
め
る

　
逢
坂
の
関
し
ま
さ
し
き
も
の
な
ら
ば
開
か
ず
別
る
る
君
を
と
ど
め
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
三
七
四
　
離
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
難
波
万
雄

⑧
宅
守
は
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
ご
ろ
越
前
に
配
流
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
越
前
へ

　
の
行
程
で
は
、
ま
ず
、
［
相
坂
山
］
を
こ
え
て
近
江
へ
と
入
る
。

⑨
孝
徳
紀
　
大
化
二
年
正
月
の
詔

⑩
こ
の
長
歌
の
反
歌
は
「
天
地
を
嘆
き
乞
ひ
祈
み
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
遣
り
見
む
志
賀

　
の
韓
崎
」
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
左
註
で
「
た
だ
、
こ
の
短
歌
は
、

　
或
る
書
に
云
は
く
『
穂
積
朝
臣
老
の
佐
渡
に
配
さ
え
し
時
に
作
れ
る
歌
』
と
い
へ

　
り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
配
流
は
養
老
六
年
（
七
二
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。

⑨
こ
の
歌
は
、
壬
申
の
乱
の
お
り
の
古
歌
謡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
又
、
内
容
か
ら

　
「
童
話
」
と
考
え
る
説
も
あ
る
。
（
「
万
葉
集
　
全
訳
注
」
）

⑩
こ
の
歌
の
題
詞
は
「
十
二
庚
辰
の
冬
十
月
に
、
大
宰
の
少
弐
藤
原
朝
臣
広
嗣
の
謀

　
反
し
て
軍
を
発
せ
る
に
依
り
て
、
伊
勢
国
に
幸
し
し
時
に
、
河
口
の
行
宮
に
し
て

　
内
舎
人
人
伴
宿
称
家
持
の
作
れ
る
歌
一
首
」
と
あ
る
。
こ
の
「
河
口
」
は
現
在
の

　
三
重
県
一
志
郡
白
山
街
川
口
と
さ
れ
て
い
る
。

⑩
「
万
葉
集
釈
註
」
の
Ｉ
〇
一
七
歌
の
註
。

⑧
「
旅
の
歌
１
‐
『
旅
と
異
郷
』
古
代
文
学
講
座
５

⑤
「
天
平
の
女
た
ち
」
『
万
葉
史
の
研
究
』

「
万
葉
集
」
の
本
文
は
『
万
葉
集
全
訳
注
　
原
文
付
』
（
講
談
社
）
に
よ
る
。

［
日
本
書
紀
１
‐
の
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

囲
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