
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
…
」
詠
（
万
葉
集
・
巻
十
六
）
に
つ
い
て

加

藤

睦

一

昨
年
度
（
二
〇
一
八
年
度
）、
勤
務
校
で
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の

授
業
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
序
詞
の
例
歌
と
し
て
取
り
上
げ
た
歌
の
中
に
、
表

題
に
か
か
げ
た
、

安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に

（
万
葉
集
・
巻
十
六
・
三
八
〇
七
）

が
あ
（
１
）

っ
た
。

当
初
私
は
、な
に
し
ろ
有
名
な
歌
で
あ
る
か
ら
、す
で
に
そ
の
解
釈
は
定
ま
っ

て
い
る
も
の
と
ば
か
り
思
っ
て
い
て
、
序
詞
の
典
型
的
な
使
用
例
の
一
つ
と
し

て
説
明
に
使
用
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
る

と
、
上
の
句
が
下
の
句
の
序
詞
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
一
致
し
て
い
て
も
、
細

部
に
は
注
釈
書
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
揺
れ
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
近
年
、
こ
の
歌
に
対
し
て
、
か
な
り
大
幅
な
読
み
か
え
を
求
め
る
論

が
複
数
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

以
下
、
授
業
に
際
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
若
干
の
試
見
を
示
し
て

み
た
い
。二

「
安
積
山
…
」
詠
に
つ
い
て
、
現
在
広
く
読
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
注
釈

書
の
現
代
語
訳
と
注
を
抜
き
出
し
て
列
挙
し
て
み
る
。（
注
は
そ
れ
ぞ
れ
の
著

作
の
書
式
に
関
わ
ら
ず
、「
＊
」
で
項
目
を
立
て
、
省
略
箇
所
は
「
…
…
」
で

示
す
。）

○
大
系安

積
山
、
物
の
影
ま
で
見
え
る
山
の
井
の
よ
う
に
、
浅
い
心
で
あ
な
た
の

こ
と
を
思
っ
て
い
な
い
の
に
。

＊
影
さ
へ
見
ゆ
る
―
水
面
に
物
の
影
ま
で
映
っ
て
い
る
こ
と
。
水
の
清

冽
さ
を
示
す
も
の
。

＊
山
の
井
の
―
…
…
掘
井
に
対
し
て
、
浅
い
の
で
、
譬
喩
と
ア
サ
カ
の
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同
音
と
に
よ
っ
て
、
下
の
浅
キ
を
言
い
出
す
た
め
の
序
詞
に
し

た
も
の
。

○
集
成安

積
香
山
の
姿
ま
で
も
映
し
出
す
清
ら
か
な
山
の
井
、
浅
い
そ
の
井
の
よ

う
な
浅
は
か
な
心
で
、
私
が
お
慕
い
し
て
い
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
の
に
。

＊
安
積
香
山
―
…
…
上
三
句
は
序
。「
浅
き
」
を
起
こ
す
。

○
新
大
系

安
積
山
、
山
影
ま
で
見
え
る
山
の
井
の
よ
う
に
、
浅
い
心
で
私
は
あ
な
た

を
思
わ
な
い
こ
と
で
す
。

＊
上
三
句
は
序
詞
。「
影
さ
へ
」
の
「
さ
へ
」
は
、
原
文
に
「
副
」
と

表
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
添
加
す
る
気
持
。
こ
こ
は
、
眼
前
に
見

る
安
積
山
に
加
え
て
、
そ
の
影
ま
で
も
が
山
の
井
に
映
じ
て
い

る
こ
と
を
言
う
。
…
…

○
新
編
全
集

安
積
山
の

影
ま
で
も
見
え
る
澄
ん
だ

山
の
井
の
よ
う
に

浅
い
心
で

わ
た
し
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ぬ

＊
影
さ
へ
見
ゆ
る
―
山
の
清
水
の
明
澄
を
示
す
。

＊
山
の
井
の
―
…
…
以
上
三
句
、
浅
シ
を
起
す
序
だ
が
、
ア
サ
の
同
音

繰
返
し
の
興
味
も
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
山
の
井
に
何
が
映
っ
て
い
る
の
か
、「
さ
へ
」
は
ど
う

い
う
意
味
か
、
水
は
澄
ん
で
い
る
か
、「
ア
サ
」
と
い
う
音
の
反
復
は
意
識
さ

れ
て
い
る
か
、
の
四
点
に
関
し
て
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
理
解
が
揺
れ
て
い
る
こ

と
が
了
解
さ
れ
る
。

さ
ら
に
近
年
の
注
釈
書
も
見
て
み
よ
う
。

○
釋
注安

積
山
の
影
ま
で
が
映
っ
て
見
え
る
山
の
井
の
よ
う
な
浅
い
心
で
、
私
は

思
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
。

＊
安
積
香
山
―
…
…
上
三
句
は
序
。「
浅
き
」
を
起
こ
す
。「
山
の
井
」

は
湧
き
出
る
水
で
、
掘
井
戸
に
比
べ
て
浅
い
ゆ
え
の
序
で
あ
ろ

う
が
、「
安
積
香
山
」
の
ア
サ
に
も
「
浅
」
を
見
て
い
よ
う

＊
影
さ
へ
見
ゆ
る
―
山
中
の
井
が
安
積
香
山
を
映
す
こ
と
は
、
国
司
が

王
を
迎
え
た
は
ず
の
陸
奥
の
国
府
が
ど
こ
に
あ
っ
た
に
し
て
も

あ
り
得
な
い
。
陸
奥
の
名
山
を
引
き
こ
ん
で
、
さ
よ
う
な
安
積

香
山
を
も
映
し
取
る
ほ
ど
清
ら
か
だ
と
い
う
意
で
「
さ
へ
」
が

用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
…
…

○
全
解安

積
山
の
影
ま
で
が
映
っ
て
見
え
る
山
の
井
の
よ
う
な
浅
い
心
で
、
私
は

思
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
。

＊
影
さ
へ
見
ゆ
る
―
山
の
影
ま
で
が
映
る
。「
井
」
の
清
ら
か
さ
を
表
現
。

＊
山
の
井
の
―
以
上
三
句
、
序
。
…
…
掘
り
抜
き
の
井
と
は
違
っ
て
、

水
を
手
で
掬
っ
て
飲
め
る
ほ
ど
浅
い
の
で
、「
浅
き
」
を
導
く
。

「
ア
サ
カ
―
ア
サ
キ
」
の
重
な
り
も
意
識
。
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○
全
歌
講
義

安
積
香
山
の
、
山
の
姿
ま
で
も
映
っ
て
見
え
る
山
の
泉
の
よ
う
に
、
浅
い

気
持
で
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
の

に
。＊

安
積
香
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
―
「
浅
き
」
を
起
こ
す
序
詞
。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
、
ア
サ
の
音
の
反
復
が
意
識
さ

れ
て
い
る
か
と
い
う
点
と
、
水
が
澄
ん
で
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
理

解
が
分
か
れ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
安
積
山
…
…

浅
く
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
歌
か
ら
、
音
の
反
復
を
感
じ
る
の
は
自
然

で
あ
っ
て
、
詠
者
の
何
ら
か
の
意
識
を
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
ほ
う
が
妥
当
だ
ろ

う
。一

方
、「
安
積
山
」
と
「
影
」
を
別
物
と
し
て
扱
う
大
系
の
読
み
方
、
実
体

と
し
て
の
安
積
山
と
そ
の
影
を
分
け
る
新
大
系
の
読
み
方
は
否
定
さ
れ
、「
安

積
山
の
影
が
山
の
井
に
映
っ
て
い
る
」
と
い
う
理
解
で
一
致
し
て
い
る
。

大
系
・
新
大
系
の
解
釈
は
、
副
助
詞
「
さ
へ
」
の
表
す
「
添
加
」
と
い
う
意

味
を
踏
ま
え
て
、「
何
に
何
を
添
加
し
て
い
る
の
か
」
を
突
き
詰
め
て
推
測
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
の
「
さ
へ
」
は
、
小
田
勝
氏
が
次
の
よ
う
に
解
説
す
る

用
法
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
（
２
）

れ
る
。

添
加
の
「
さ
へ
」
は
、
そ
の
表
現
性
に
お
い
て
、
極
端
な
事
物
や
事
態
を

あ
げ
て
、「
実
現
可
能
性
の
低
い
も
の
ま
で
も
実
現
し
て
い
る
」
と
い
う
、

強
い
程
度
を
表
す
表
現
を
作
る
こ
と
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
影
」
は
「
浅
香
山
の
影
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
問
題
な
い

も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

多
く
の
注
釈
書
に
お
い
て
水
の
清
ら
か
さ
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
の
は
、「
影

さ
へ
み
ゆ
る
は
山
の
井
の
き
よ
き
に
よ
り
て
な
り
」（
契
沖
・
代
匠
記
）
の
説

を
淵
源
と
す
る
読
解
で
あ
る
が
、
主
想
に
示
さ
れ
る
「
浅
く
な
い
心
」
の
比
喩

と
し
て
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
と
と
も
に
、
釋
注
が
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
実
現
可
能
性
の
低
い
も
の
ま
で
も
実
現
し
て
い
る
」
こ
と
の
理
由
を
見
出
そ

う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

釋
注
は
、
山
の
井
の
水
が
清
ら
か
で
あ
る
と
い
う
読
解
を
行
い
な
が
ら
、
そ

の
場
合
に
一
首
に
見
出
さ
れ
る
齟
齬
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

歌
は
調
子
の
よ
い
、
記
憶
に
残
り
や
す
い
作
で
は
あ
る
も
の
の
、
上
三
句

「
安
積
香
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
」
は
、
水
の
浅
い
姿
よ
り
も
清
ら

か
な
姿
を
表
わ
す
比
重
の
方
が
は
る
か
に
大
き
く
、
第
四
句
「
浅
き
心
」

と
の
結
び
つ
き
に
違
和
感
が
伴
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
安
積
香
山
」
の
「
あ

さ
」
に
「
浅
」
を
感
じ
取
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
変
わ
ら
な
い
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
違
和
感
は
、
率
直
か
つ
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
新
大

系
や
全
歌
講
義
が
水
の
清
ら
か
さ
を
読
み
取
っ
て
い
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
違

和
感
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

木
村
高
子
氏
は
、
釋
注
に
記
さ
れ
た
違
和
感
を
肯
定
す
る
見
地
か
ら
、
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伊
藤
博
の
指
摘
の
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
上
二
句
で
は
山
の
井
の
清
さ
を
、

下
句
で
は
山
の
井
の
浅
さ
を
詠
ん
で
い
る
、
と
す
れ
ば
互
い
に
矛
盾
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
「
山
の
井
」
の
よ
う
な
浅
き
心
で
「
我

が
思
は
な
く
に
」
と
い
う
主
旨
を
詠
も
う
と
し
た
歌
で
、
山
の
井
の
清
ら

か
さ
、
美
し
さ
を
歌
う
と
い
う
の
に
は
齟
齬
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

と
、
従
来
の
お
お
か
た
の
解
釈
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
て
（
３
）

い
る
。

木
村
氏
は
さ
ら
に
、「
安
積
山
…
」
詠
と
同
様
に
末
句
が
「
我
が
思
は
な
く

に
」
で
結
ば
れ
る
万
葉
歌
を
七
首
引
用
し
て
、
そ
の
構
成
の
特
徴
を
述
べ
、
従

来
の
当
該
歌
の
解
釈
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

滝
の
上
の
三
船
の
山
に
居
る
雲
の
常
に
あ
ら
む
と
我
が
思
は
な
く
に

（
巻
三
・
二
四
二
・
弓
削
皇
子
）

鴨
鳥
の
遊
ぶ
こ
の
池
に
木
の
葉
落
ち
て
浮
き
た
る
心
我
が
思
は
な
く
に

（
巻
四
・
七
一
一
・
丹
波
大
女
娘
子
）

霞
立
つ
春
日
の
里
の
梅
の
花
花
に
問
は
む
と
我
が
思
は
な
く
に

（
巻
八
・
一
四
三
八
・
大
伴
宿
禰
駿
河
麻
呂
）

山
背
の
泉
の
小
菅
な
み
な
み
に
妹
が
心
を
わ
が
思
は
な
く
に

（
巻
十
一
・
二
四
七
一
）

酢
蛾
島
の
夏
身
の
浦
に
寄
す
る
波
間
も
置
き
て
我
が
思
は
な
く
に

（
巻
十
一
・
二
七
二
七
）

楽
浪
の
波
越
す
安

に
降
る
小
雨
間
も
置
き
て
我
が
思
は
な
く
に

（
巻
十
二
・
三
〇
四
六
）

佐
保
川
に
凍
り
渡
れ
る
薄
ら
氷
の
薄
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に

（
巻
二
十
・
四
四
七
八
）

木
村
氏
の
論
を
抄
出
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
こ
れ
ら
の
歌
は
、
上
句
か
ら
ほ
ぼ
単
一
の
印
象
で
詠
ま
れ
、
結
句
で
そ
れ

ま
で
の
印
象
を
逆
転
さ
せ
る
歌
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
照
ら
す
な

ら
ば
、
安
積
山
の
歌
の
よ
う
に
、
一
つ
の
事
物
に
対
し
て
二
つ
の
、
そ
れ

も
相
反
す
る
要
素
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
異
例
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

・
ま
た
、
結
句
の
「
我
が
思
は
な
く
に
」
の
効
果
を
考
え
れ
ば
、
〜
の
よ
う

に
私
は
思
っ
て
い
な
い
、
と
否
定
す
る
事
物
（
山
の
井
な
ど
）
の
持
つ
特

性
、
す
な
わ
ち
否
定
さ
れ
る
べ
き
特
性
を
明
確
に
示
さ
な
い
こ
と
に
は
、

最
後
に
否
定
の
意
を
述
べ
て
も
十
分
な
効
果
は
発
揮
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

安
積
山
の
歌
も
他
の
用
例
と
同
じ
く
、
上
句
か
ら
「
我
が
思
は
な
く
に
」

で
否
定
さ
れ
る
べ
き
特
性
、
つ
ま
り
「
浅
」
い
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
で
い

た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
氏
が
こ
こ
で
同
質
の
も
の
と
し
て
引
証
さ
れ
て
い
る
七
首
の
中
で
、

「
酢
蛾
島
の
…
」
詠
と
「
楽
浪
の
…
」
詠
は
、
序
詞
が
下
の
句
全
体
に
か
か
る

も
の
と
読
む
の
が
正
し
い
。

こ
の
二
首
に
つ
い
て
の
新
編
全
集
の
解
釈
と
注
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

○
酢
蛾
島
の
夏
身
の
浦
に
寄
す
る
波
間
も
置
き
て
我
が
思
は
な
く
に
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酢
蛾
島
の

夏
身
の
浦
に

寄
せ
る
波
の
よ
う
に

間
も
あ
け
ず
に

わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。

＊
寄
す
る
波
―
以
上
三
句
、
絶
え
間
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
間
置
カ
ズ

の
比
喩
の
序
と
し
た
。

○
楽
浪
の
波
越
す
安

に
降
る
小
雨
間
も
置
き
て
我
が
思
は
な
く
に

楽
浪
の

波
越
す
安

に

降
る
小
雨
の
よ
う
に

間
も
置
か
ず
に

わ
た
し
は
思
っ
て
い
る

＊
降
る
小
雨
―
以
上
三
句
、小
雨
が
絶
え
間
な
く
降
る
意
で
、第
四
・

五
句
を
起
す
序
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
二
首
に
お
い
て
は
、
序
詞
が
下
の
句
の
最
初
の
こ
と
ば

「
間
も
置
き
て
」
に
そ
の
ま
ま
か
か
る
の
で
は
な
く
て
、
下
の
句
の
主
想
全
体

に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
歌
と
と
も
に
こ
の
二

首
を
、「
上
句
か
ら
ほ
ぼ
単
一
の
印
象
で
詠
ま
れ
、
結
句
で
そ
れ
ま
で
の
印
象

を
逆
転
さ
せ
る
歌
」
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
序
詞
を
用
い
た
歌
に
お
い
て
、
主
想
を
示
す
句
が

否
定
表
現
を
含
む
歌
に
は
、
主
想
の
冒
頭
の
表
現
に
序
詞
が
か
か
っ
て
い
っ
て
、

そ
れ
が
否
定
表
現
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
型
と
、
否
定
表
現
を
含
む
主
想
全
体
に

序
詞
が
か
か
る
型
と
、
二
つ
の
型
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

木
村
氏
が
「
安
積
山
の
歌
も
他
の
用
例
と
同
じ
く
、
上
句
か
ら
「
我
が
思
は

な
く
に
」
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
特
性
、
つ
ま
り
「
浅
」
い
と
い
う
こ
と
を
詠
ん

で
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
の
は
、「
安
積
山

…
」
詠
を
、
前
者
の
型
に
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
き
た
従
来
の
注
釈
の
系

譜
を
踏
襲
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
矛
盾
・
齟
齬
を
解
消
し
て
、
一
貫
し
た
解
釈

を
目
指
す
方
向
と
し
て
了
解
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
方
向
に
読
み
を
純
化
さ
せ
る
た
め
に
、
氏
が
次
の
よ
う
に

述
べ
る
こ
と
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

・
こ
こ
で
言
う
「
山
の
井
」
の
「
浅
さ
」
と
は
、
掘
り
井
戸
と
比
べ
た
場
合

の
、
水
面
ま
で
の
「
浅
」
さ
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
ま
で
疑
問
も
な
く
な

さ
れ
て
き
た
「
た
ま
っ
て
い
る
水
の
量
が
少
な
く
、
浅
い
」
と
い
う
、
水

面
か
ら
水
底
ま
で
の
「
浅
」
さ
、
つ
ま
り
水
深
の
「
浅
」
さ
で
は
な
い
。

山
の
井
の
場
合
は
、
覗
き
込
ん
だ
、
そ
の
水
面
が
浅
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
あ
る
。

・
水
深
の
「
浅
」
さ
で
考
え
る
限
り
、「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
」
と
「
浅

き
」
を
結
び
つ
け
る
理
解
は
む
ず
か
し
い
。
そ
の
た
め
、
安
積
山
の
影
ま

で
見
え
る
く
ら
い
澄
ん
で
美
し
い
山
の
井
、
そ
ん
な
山
の
井
の
よ
う
な
浅

い
心
で
私
は
思
っ
て
は
い
な
い
、
と
上
下
句
不
調
和
に
解
釈
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

掘
り
井
戸
の
水
面
が
地
面
か
ら
見
て
深
い
所
に
あ
る
こ
と
と
対
照
さ
せ
、
そ

の
差
異
を
取
り
立
て
て
み
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ

う
。
上
の
句
の
序
詞
と
、「
浅
き
」
と
の
関
係
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に

よ
く
考
え
ら
れ
た
読
み
方
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
、「
安
積
山
…
」
詠
の
よ
う

に
、
単
に
「
山
の
井
」
に
つ
い
て
「
浅
き
」
と
い
っ
た
場
合
は
、
山
の
井
の
水

の
深
浅
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
、
そ
の
よ
う
な
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自
然
な
理
解
を
排
し
て
水
面
の
位
置
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
説
明
を
重

ね
る
中
で
し
か
発
動
し
な
い
読
解
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

木
村
氏
が
「
水
深
の
「
浅
」
さ
で
考
え
る
限
り
、「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
」

と
「
浅
き
」
を
結
び
つ
け
る
理
解
は
む
ず
か
し
い
」
と
述
べ
る
の
は
、
ま
っ
と

う
な
判
断
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
読
み
を
純
化
し
て
筋
を
通
す

こ
と
が
困
難
だ
と
す
れ
ば
、
残
る
選
択
肢
は
、「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
」
と

「
浅
き
」
を
結
び
つ
け
な
い
読
解
、
す
な
わ
ち
、「
酢
蛾
島
の
…
」「
楽
浪
の
…
」

と
同
様
に
、
否
定
表
現
を
含
む
主
想
全
体
に
序
詞
が
か
か
る
型
に
属
す
る
歌
と

し
て
、「
安
積
山
…
」
詠
を
読
み
解
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

四

右
の
よ
う
な
選
択
を
試
み
た
読
解
は
、
す
で
に
、
広
岡
義
隆
氏
に
よ
っ
て
次

の
よ
う
に
示
さ
れ
て
（
４
）

い
る
。

こ
の
歌
の
主
意
は
下
句
「
浅
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
」
に
あ
り
、
そ
の

下
句
に
冠
す
る
序
詞
と
し
て
上
句
が
あ
る
。
こ
の
上
句
は
難
解
で
あ
る
。

一
般
に
は
下
句
の
「
浅
し
」
に
冠
す
る
と
理
解
す
る
が
、
序
が
修
飾
す
る

範
囲
に
つ
い
て
は
認
定
の
む
つ
か
し
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
今
の
場
合
、

「
浅
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
」
と
い
う
全
体
に
冠
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
な
か
っ
た
ら
序
詞
に
す
る
必
要
は
な
く
、「
安
積
山
」
だ
け
の
枕

詞
で
よ
い
。
古
代
に
お
い
て
、
影
（
姿
）
を
写
す
こ
と
は
神
秘
な
も
の
と

理
解
さ
れ
、
そ
の
魂
ま
で
宿
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
は
そ
う

い
う
深
い
井
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
代
に
お
け
る
井
の
多
く
は
湧
泉

で
あ
り
、
こ
の
歌
の
井
も
泉
を
い
う
。
山
名
も
ア
サ
だ
け
で
は
な
く
て
、

ア
サ
カ
の
音
は
浅
か
ら
ず
の
否
定
形
を
内
に
も
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ

い
。

こ
の
よ
う
に
、
広
岡
氏
は
、「
安
積
山
…
」
詠
の
序
詞
を
、「
浅
し
」
に
か
か

る
も
の
と
す
る
従
来
の
解
釈
を
否
定
し
、
下
の
句
全
体
に
か
か
る
も
の
と
し
て

読
み
解
い
て
い
る
。
こ
の
大
幅
な
態
度
の
変
更
は
、
そ
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
注

釈
書
に
も
何
ら
反
映
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
画
期
的
な
見
解
と
し
て
基
本

的
に
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

序
詞
が
特
定
の
言
葉
に
で
は
な
く
主
想
全
体
に
か
か
る
歌
は
、
万
葉
集
に

限
っ
て
も
、
先
の
二
首
以
外
に
さ
ら
に
用
例
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
概
観
し
て

お
こ
う
。

○
明
日
香
川
川
淀
去
ら
ず
立
つ
霧
の
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に

（
巻
三
・
三
二
五
）

こ
の
歌
は
、
か
つ
て
は
、

○
大
系明

日
香
河
の
川
淀
ご
と
に
立
っ
て
い
る
霧
の
や
が
て
消
え
去
る
よ
う
に
、

心
か
ら
消
え
去
っ
て
行
く
よ
う
な
淡
い
思
慕
の
情
で
は
な
い
の
で
す
。

○
私
注明

日
香
川
の
川
よ
ど
毎
に
立
つ
霧
の
消
え
す
ぎ
行
く
が
ご
と
く
に
、
思
ひ

の
消
え
す
ぎ
ゆ
く
べ
き
恋
し
さ
で
は
な
い
。
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○
窪
田
評
釈

明
日
香
河
の
川
淀
を
離
れ
ず
に
、
そ
こ
に
の
み
限
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
霧
の
、

そ
の
消
え
失
せ
る
が
如
く
に
、
我
が
旧
き
京
師
に
対
す
る
憧
れ
は
、
思
ひ

の
消
え
失
せ
る
、
即
ち
忘
れ
去
る
や
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
の

に
。

の
よ
う
に
、
上
の
句
の
序
詞
が
下
の
句
冒
頭
の
「
思
ひ
過
ぐ
」
に
か
か
る
と
す

る
解
釈
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
当
該
歌
の
序
詞
は
下
の
句
の
主
想
全
体
に
か
か
る
も

の
と
し
て
読
む
の
が
一
般
的
に
な
り
通
説
化
し
て
い
る
。

今
、
そ
の
判
断
を
て
い
ね
い
に
述
べ
て
い
る
も
の
を
二
例
引
用
し
て
お
く
。

○
鑑
賞「

川
淀
さ
ら
ず
」
は
、
川
淀
毎
に
の
意
味
で
は
な
く
、
川
淀
を
離
れ
な
い

状
態
を
表
わ
す
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
下
句
の
、

思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に

「
思
ひ
過
ぐ
」
に
か
か
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
全
体
に
、
言
い
換

○

え
れ
ば
「
思
ひ
過
ぎ
ず
」
に
か
か
る
と
見
る
ほ
う
が
良
い
の
で
あ
ろ
う
。

夕
方
、
明
日
香
川
の
川
淀
に
霧
が
立
ち
、
そ
こ
を
去
ろ
う
と
も
し
な
い
。

そ
の
霧
の
よ
う
に
、
自
分
の
思
慕
の
念
も
た
や
す
く
晴
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
、
調
べ
も
形
も
美
し
い
歌
で
あ
る
。

○
全
注

明
日
香
川
の
川
淀
を
離
れ
ず
立
つ
霧
が
な
か
な
か
消
え
な
い
よ
う
に
、
消

え
失
せ
る
よ
う
な
わ
が
慕
情
で
は
な
い
の
だ
。

＊
立
つ
霧
の

こ
こ
ま
で
の
上
三
句
は
「
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な

く
に
」
全
体
の
譬
喩
だ
と
考
え
る
。
通
説
は
「
思
ひ
過
ぐ
べ
き
」

を
導
く
序
と
す
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、「
明
日
香
川
の
川
淀
を

離
れ
ず
立
つ
霧
で
さ
え
や
が
て
は
消
え
去
る
よ
う
に
消
え
失
せ

る
」
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
川
淀
さ
ら
ず

立
つ
」
と
あ
る
以
上
は
「
霧
は
消
え
る
も
の
」
と
い
う
観
念
に

よ
っ
て
序
詞
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
考
え
る
。

全
注
は
、
序
詞
と
比
喩
と
を
峻
別
す
る
見
地
に
立
っ
て
の
記
述
で
あ
る
が
、

上
の
句
が
下
の
句
全
体
に
か
か
っ
て
い
く
と
い
う
判
断
を
と
っ
て
い
る
。

万
葉
集
か
ら
、
序
詞
が
特
定
の
言
葉
に
で
は
な
く
主
想
全
体
に
か
か
る
歌
を

さ
ら
に
二
首
、
新
編
全
集
の
現
代
語
訳
、
注
と
と
も
に
引
用
し
て
お
く
。

○
丹
波
道
の
大
江
の
山
の
さ
な
葛
絶
え
む
の
心
我
が
思
は
な
く
に

（
巻
十
二
・
三
〇
七
一
）

丹
波
道
の

大
江
の
山
の

さ
ね
葛
の
よ
う
に

切
れ
る
気
持
な
ど

わ
た
し
は
持
っ
て
い
な
い

＊
さ
な
葛
―
以
上
三
句
、
絶
え
な
い
も
の
の
例
と
し
て
第
四
・
五
句

を
起
す
序
。

○
高
円
の
野
辺
延
ふ
葛
の
末
つ
ひ
に
千
代
に
忘
れ
む
我
が
大
君
か
も
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（
巻
二
十
・
四
五
〇
八
・
中
臣
清
麻
呂
）

高
円
の

野
辺
に
這
い
広
が
る
葛
の

そ
の
先
々

千
代
に
忘
れ
る
よ

う
な

先
帝
で
は
お
わ
さ
ぬ

＊
野
辺
延
ふ
葛
の
―
以
上
二
句
、
末
長
く
続
き
絶
え
な
い
意
に
よ
っ

て
か
け
た
序
。

こ
の
よ
う
に
、
序
詞
が
主
想
全
体
に
か
か
る
用
例
は
、
万
葉
集
か
ら
一
定
数

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、「
安
積
山
…
」
詠
を
こ
れ
と
同
様
の

型
に
属
す
る
和
歌
と
し
て
読
解
す
る
広
岡
氏
の
見
解
は
、
決
し
て
特
異
な
も
の

で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
序
詞
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
」
と
主
想
「
浅

き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
」
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
広
岡
氏
と
は
別
の

説
明
の
し
方
も
あ
り
う
る
と
考
え
る
。

序
詞
は
、
自
然
の
景
を
そ
れ
自
体
と
し
て
提
示
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
和
歌
の
序
詞
、「
酢
蛾
島
の
夏
身
の
浦
に
寄
す
る
波
」「
楽
浪
の

波
越
す
安

に
降
る
小
雨
」「
明
日
香
川
川
淀
去
ら
ず
立
つ
霧
の
」「
丹
波
道
の

大
江
の
山
の
さ
な
葛
」「
高
円
の
野
辺
延
ふ
葛
の
」
の
い
ず
れ
も
、
自
然
の
景

を
淡
々
と
示
し
て
い
る
。
比
喩
の
序
詞
が
主
想
に
意
味
的
に
関
わ
る
場
合
も
あ

る
が
、
そ
れ
は
主
想
が
示
さ
れ
て
か
ら
事
後
的
に
見
出
さ
れ
る
意
味
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
時
、
広
岡
氏
が
述
べ
る
序
詞
の
説
明
は
、
下
の
句
の

主
想
を
先
取
り
し
て
、
そ
れ
と
対
応
す
る
意
味
が
付
与
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
き
ら

い
が
あ
る
。

「
安
積
山
…
」
詠
の
序
詞
は
、
も
っ
と
自
然
を
そ
れ
自
体
と
し
て
叙
し
た
、

即
物
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の「
浅
さ
」

「
深
さ
」
に
つ
い
て
も
、
山
の
井
の
水
の
深
浅
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き

で
あ
る
と
思
う
。

平
安
和
歌
の
（
５
）

和
歌
で
は
、
水
の
深
浅
は
、
次
に
例
示
す
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
趣
向
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

○
水
の
お
も
の
深
く
浅
く
も
見
ゆ
る
か
な
紅
葉
の
色
や
ふ
ち
せ
な
る
ら
ん

（
拾
遺
集
・
雑
秋
・
一
一
三
二
・
み
つ
ね
・「
斎
院
御
屏
風
に
」）

○
さ
く
ら
さ
く
こ
の
し
た
水
は
あ
さ
け
れ
ど
ち
り
し
く
は
な
の
ふ
ち
と
こ
そ

な
れ（

詞
花
集
・
春
・
三
九
・
源
師
賢
朝
臣
・「
橘
俊
綱
朝
臣
の
ふ
し
み
の

山
庄
に
て
、
水
辺
落
花
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
」）

○
お
ほ
ぞ
ら
の
か
げ
の
み
ゆ
る
を
や
ま
の
井
の
そ
こ
の
ふ
か
き
と
お
も
ひ
け

る
か
な

（
躬
恒
集
・
二
九
一
）

○
池
水
の
あ
さ
く
み
え
し
も
冬
く
れ
ば
こ
ほ
り
は
ふ
か
き
も
の
に
ざ
り
け
る

（
源
順
集
・
一
〇
二
）

「
安
積
山
…
」
詠
の
序
詞
も
、
右
の
用
例
の
趣
向
ほ
ど
凝
っ
た
も
の
で
は
な

い
に
せ
よ
、
あ
る
種
の
機
知
的
な
取
り
な
し
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
お
ほ
ぞ
ら
の
…
」
詠
で
躬
恒
が
詠
ん
で
み
せ
た
、
大
空
が
映
っ
て
い
る
の
を

見
て
、
山
の
井
の
底
が
深
い
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
錯
覚
と
同
様
に
、
安
積
山
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の
影
が
映
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
の
井
は
浅
い
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
山
が

そ
っ
く
り
そ
こ
に
入
る
ほ
ど
深
い
の
だ
と
い
う
取
り
な
し
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
と
読
む
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
突
飛
な
想
像
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
左
注
に
記
さ
れ

た
逸
話
に
お
い
て
、「
風
流
た
る
」
采
女
が
、
葛
城
王
の
機
嫌
を
直
す
た
め
に
、

「
左
手
に
觴
を
捧
げ
、
右
手
に
水
を
持
ち
、
王
の
膝
を
撃
ち
て
」
詠
ん
だ
歌
と

し
て
も
、
ふ
さ
わ
し
い
理
解
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

注（
１
）
万
葉
集
か
ら
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
新
編
全
集
と
略

す
）
に
よ
っ
た
。
多
く
の
例
歌
の
解
釈
も
、
同
書
の
そ
れ
を
引
用
す
る
こ

と
が
多
く
、
学
恩
に
深
く
感
謝
し
た
い
。
他
の
万
葉
集
の
注
釈
書
に
言
及

す
る
際
は
、
左
記
の
略
号
を
用
い
る
。

大
系

日
本
古
典
文
学
大
系

集
成

新
潮
日
本
古
典
集
成

新
大
系

新
日
本
古
典
文
学
大
系

釋
注

万
葉
集
釋
注

全
解

万
葉
集
全
解

全
歌
講
義
…
万
葉
集
全
歌
講
義

私
注
…
万
葉
集
私
注

窪
田
評
釈
…
万
葉
集
評
釈

鑑
賞
…
鑑
賞
日
本
の
古
典

全
注
…
万
葉
集
全
注

（
２
）
『
実
例
詳
解

古
典
文
法
総
覧
』（
二
〇
一
五
年
・
和
泉
書
院
）

（
３
）
「
安
積
山
歌
詠
考
―
―
山
の
井
、
な
ど
さ
し
も
浅
き
た
め
し
に
な
り
は

じ
め
け
ん
―
―
」（『
成
城
国
文
学
』
２
４
号

二
〇
〇
八
年
三
月
）

（
４
）
『
セ
ミ
ナ
ー

万
葉
の
歌
人
と
作
品

第
十
二
巻

万
葉
秀
歌
抄
』（
二

〇
〇
五
年
、
和
泉
書
院
）

（
５
）
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。

（
か
と
う
む
つ
み

本
学
教
授
）
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