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志

賀

の

大

わ

だ

淀

む

と

も

過
二近
江
荒
都
一時
柿
本
朝
巨
人
麻
呂
作
歌
の
反
歌
の
二

（巻

一
。
三

一
番
）

さ
さ
な
み
の志
我
の
良．は比
大
わ
だ
よ
ど
む
と
も
昔
の
ひ
と
に
ま
た
も
会

は
め
や
も
と一ほ
へ会報む

万
人
に
知
ら
れ
た
こ
の
歌
に
、
な
お
一
・
二
の
異
見
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が

あ
る
こ
と
を
記
し
て
、
後
日
の
考
に
備
え
た
い
。

一　

志
我

の
大
わ
だ

・
比
良

の
大
わ
だ

ま
ず
、
第
二
旬
の
異
伝

「
一
に
云
ふ
比
良
の
」
と
あ
る
に
つ
い
て
、
諸
注
に

は
二
三
の
考
え
方
が
見
受
け
ら
れ
る
。

０
　
ン」
れ
は
さ
す
所
の
物

一
な
る
上
に
い
づ
れ
も
道
理
な
き
こ
と
に
あ
ら
ね

ば
い
づ
れ
に
て
も
あ
る
べ
し
。

（講
義
）

講
義
は

「大
和
太
」
を
琵
琶
湖
そ
の
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

志
賀
の
大
和
太
と
比
良
の
大
和
太
と
両
々

「さ
す
所
の
物

一
」
と
言
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
大
和
太
は
大
ワ
タ

（大
海
）
に
あ
ら
ず
大
フ
ダ

（大
山
）
で
あ

る
と
の
通
説
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
考
え
は
そ
の
根
拠
を
失
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

井

村

哲

夫

ち
な
み
に

「比
良
の
大
わ
だ
」
と
は
、
雄
松
崎
か
ら
木
戸
を
経
て
南
浜

・
和

陶
剛
『
詢

う へ
も ヵ、
咄
な
わ
が
蛹
制
雛
蹴
十
粁
に
わ
た
る
弓
状
の
曲
汀
に
抱
か
れ
る

＜口＞
　
比
良
は
、
琵
琶
湖
の
西
岸
の
地
名
で
あ
る
が
、
比
良
の
大
わ
だ
と
呼

ぶ
に
は
適
し
な
い
。
こ
れ
も
本
文
の
方
が
よ
い
。

（全
註
釈
）

だ
が
、
現
に
万
葉
に

「比
良
の
大
わ
だ
」
と
あ
る
以
上

「適
し
な
い
」
と
は

言
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「わ
だ
」
は
か
な
ら
ず
し
も
袋
状
の
湾
入
で

あ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
弓
状
の
曲
浦
で
あ

っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

い
　
比
良
は
都
か
ら
距
り
過
ぎ
て
ゐ
て
、
ふ
さ
は
し
く
な
い
。

（全
釈
。
金

子
評
釈
、
注
釈
同
旨
）

お
そ
ら
く
こ
の
見
解
が
、
〓
ム
の
比
良
を
す
て
、
本
文
の
志
賀
を
よ
し
と
し
、

か
つ
ま
た
そ
れ
を
大
津
湾
と
見
な
す
通
説
を
支
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
第
五
句

「会
は
め
や
も
」
の
主
格
が

「大
わ
だ
」
で
あ
る
と
見
る
の

は
後
述
の
よ
う
に
解
釈
上
の
異
見
が
可
能
で
あ
り
、
も
し
か
り
に
そ
う
だ
と
し

て
も
、
大
津
京
の
大
宮
人
の
行
動
範
囲
が
大
津
湾
あ
た
り
に
限
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
も
あ
る
ま
い
か
ら
、
人
麻
呂
の
心
象
風
景
の
中
で
、
昔
の
人
に
会
う
こ
と

を
期
待
す
る
も
の
が
比
良
の
大
わ
だ
で
あ

っ
た
と
見
て
も
お
か
し
く
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。



さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
反
歌
が
長
歌
お
よ
び
反
歌

一
と
同
じ
時
と
処
、
す
な
わ

ち
大
津
京
の
殿
舎
の
址
と
そ
の
近
傍
の
辛
崎
あ
た
り
で
、
い
わ
ば

一
気
呵
成
に

詠
み
出
し
た
の
だ
と
は
決
め
て
し
ま
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
性
急
な
調
査
に

よ
れ
ば
、
製
作
の
時
と
処
を
異
に
す
る
長
歌
と
反
歌
と
を
組
合
わ
せ
た
も
の
に

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
数
例
を
見
出
し
得
る
。

田
　
過
二辛
荷
島
一時
山
部
宿
称
赤
人
作
歌

一
首
井
短
歌
（六
。
九
四
二
２
五
）

②
　
過
二敏
馬
浦
一時
山
部
宿
称
赤
人
作
歌

一
首
井
短
歌
（
六
ｏ
九
四
六
２
七
）

０
　
過
二敏
馬
浦
一時
作
歌

一
首
井
短
歌

（
六
。
一
〇
六
五
２
七
、
田
辺
福
麻

呂
歌
集
）

０
　
騒
旅
歌

一
首
井
短
歌

（
三

・
三
八
八
２
九
、
作
者
不
詳
、
若
宮
年
魚
麻

呂
伝
誦
）

同
　
石
上
乙
麻
呂
卿
配
二土
左
国
一之
時
歌
三
首
井
短
歌

（
六
。
一
〇

一
九
、

一
〇
二
一
、　
一
〇
二
二
、　
一
〇
二
三
、
作
者
不
詳
）

０
は
、
長
歌
が
経
過
す
る
地
名

（淡
路
の
野
島
、
印
南
嬬
、
辛
荷
島
）
を
道

行
き
風
に
叙
し
、
反
歌

一
。
二
と
と
も
に
辛
荷
島
付
近
の
海
上
を
過
ぎ
つ
つ
あ

る
船
上
で
の
作
で
あ
る
が
、
反
歌
三
は
辛
荷
島
の
東
方
約
十
粁
の
距
離
を
へ
だ

て
た
都
太
の
細
江
で
の
停
泊
を
歌
う
も
の
で
、
時
と
処
は
前
三
首
を
さ
か
の
ぼ

る
も
の
で
あ
る
。

②
は
、
長
歌
が
敏
馬
浦
を
歌
い
、
反
歌
が
須
磨
浦
で
嘱
目
の
海
人
を
歌
う
。

敏
馬
浦
と
須
磨
浦
と
は
大
和
田
泊

・
大
和
田
浜
を
は
さ
ん
で
約
十
数
粁
を
へ
だ

て
て
い
る
。

０
は
、
長
歌
と
反
歌
一
と
が
敏
馬
浦
、
反
歌
二
は
大
和
太
の
浜
を
歌
う
。
大

和
田
浜
は
和
田
岬
東
方
の
曲
浜
、
だ
い
た
い
今
の
神
戸
港
で
あ
る
。
全
註
釈
に

「
こ
の
歌
に
よ
っ
て
敏
馬
の
浦
と
い
う
の
が
、
神
戸
港
を
意
味
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。」
と
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
逆
に
、
ン」
の
歌
に
よ
っ
て
両
地
名
の
指

す
と
こ
ろ
を
区
別
し
て
も
よ
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
先
の
Ｏ
②
の
場
合
に
同

じ
く
、
い
ま
も
舟
行
の
経
過
地
二
点
が
長
歌
と
反
歌
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
大
和
田
浜
は
お
よ
そ
和
田
岬
か
ら
大
和
田
泊
へ
か
け
て
の
範
囲
で

あ
り
、
そ
の
東
方
を
劃
し
て
敏
馬
神
社
あ
た
り
を
敏
馬
浦
と
見
る
の
が
よ
い
と

思
う
。

０
は
、
長
歌
に
淡
路
島
の
出
帆
を
歌
い
、
反
歌
に
こ
ぎ
廻
る
敏
馬
の
埼
を
歌

う
。
こ
れ
は
海
上
約
二
十
粁
を
へ
だ
て
て
い
よ
う
。

国
の
、
長
歌

一
・
二

（
一
〇

一
九
、　
一
〇
二
〇
―

一
）
は
大
和
に
在
る
人
の

作
の
体
裁
、
長
歌
三
盆

〇
三
二
）
が
恐
の
坂
（紀
の
川
添
い
の
山
、
注
釈
等
）、

反
歌

（
一
〇
二
三
）
が
大
埼
の
神
の
小
浜

（和
歌
山
県
海
草
郡
下
津
町
）
を
歌

う
。
乙
麻
呂
配
流
の
道
行
き
ぶ
り
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
時
処
を
異
に
す
る
長
歌
反
歌
の
組
合
せ
が
少
数
例
で
は
あ

っ

て
も
、
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
問
題
の
三

一
番
歌
第
二
句
が
長

歌

。
反
歌

一
の
製
作
の
場
所

（あ
る
い
は
歌
う
対
象
と
な

っ
た
場
所
）
か
ら
十

数
粁
を
へ
だ
て
た
比
良
の
大
わ
だ
で
あ

っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
ど
不
都
合
は
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
　
′

と
こ
ろ
で
、
比
良
の
大
わ
だ
は
、
先
述
の
よ
う
に
滋
賀
郡
志
賀
町
を
中
心
に

雄
松
崎
か
ら
和
適
川
河
ロ
ヘ
か
け
て
の
南
北
約
十
粁
の
曲
浦
を
さ
す
も
の
と
す

れ
ば
、
実
は

「比
良
の
」
大
わ
だ
は
そ
れ
自
体

「志
賀
の
」
大
わ
だ
で
も
あ

っ

た
の
で
あ
る
。
先
掲
講
義
の
説
と
は
ち
が

っ
た
意
味
で
両
伝
「
さ
す
所
の
物

一
」

な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

人
麻
呂
歌
の
異
伝
が
人
麻
呂
自
身
に
お
い
て
両
案
を
存
し
た
も
の
か
、
伝
承

の
間
の
変
化
な
の
か
、
多
く
の
場
合
た
し
か
で
な
い
。
巻

一
原
本
は
人
麻
呂
生

存
中
に
編
ま
れ
た
と
い
う
伊
藤
博
氏
の
説

（
「編
者
の
意
図
」

『
国
語
国
文
』

二
九
〇
号
）
に
従
え
ば
、
今
の
場
合
は
人
麻
呂
自
身
の
推
敲
の
両
案
で
あ
る
蓋



然
性
が
大
き
く
も
な
ろ
う
。
作
者
人
床
呂
に
と

っ
て
志
賀
の
大
わ
だ

ｏ
比
良
の

大
わ
だ
は
同
じ
風
景
な
の
で
あ

っ
て
、
両
案
は
た
だ
シ
ガ
ノ
・
ヒ
ラ
ノ
と
い
う

音
調
上
の
よ
し
あ
し
の
問
題
だ
っ
た
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

澤
潟
博
士
は

「過
二近
江
荒
都
一時
作
歌
」
を

「官
命
を
帯
び
て
東
国
又
は
北

国
へ
使
し
た
折
に
通
過
し
た
折
」
（注
釈
）
の
作
品
だ
と
さ
れ
た
。
思
う
に
人
麻

呂
は
大
津
京
の
廃
墟
に
侍
立
し
て
彼
れ
を
見
此
れ
を
見
て
一
気
呵
成
に
長
短
三

首
を
成
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
自
ら
が
大
和
を
お
き
奈
良
山

を
越
え
て
や

っ
て
き
て
、
廃
墟
を
と
ぶ
ら
い
ま
ず
長
歌
の
構
想
を
得
た
。
や
が

て
湖
畔
辛
崎
に
歩
を
移
し
て
反
歌

一
を
成
し

（あ
る
い
は
ど
こ
で
船
上
の
人
と

な
り
）
、
北
上
し
て
比
良
の
大
わ
だ
を
眺
望
し
て
反
歌
二
を
得
た
。　
そ
う
し
て

」
け
れ
』
燎
け
れ
〔
嵯
裁
わ
嗽
“
け
¨
輸

つ 嘆
議
わ
衆
撃
わ
資
っ
っ
、
東
国
あ
る

二
　
淀
む
と
も

つ
ぎ
に
は
、
第
三
句

「
よ
ど
む
と
も
」
の
解
釈
を
問
題
に
し
た
い
。
ま
ず

「

と
も
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
落
着
し
た
と
思
う
が
、
念
の
た
め
に
か
い
つ
ま
ん

で
記
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

「と
も
」
を
事
実
に
反
す
る
仮
定
条
件

と
す
る
解
釈
が
あ

っ
た

（拾
穂
抄
、
僻
案
抄
、
燈
、
攻
證
、
美
夫
君
志
、
講
義

総
釈

（武
田
氏
）
、
金
子
評
釈
、
作
者
別
万
葉
集
評
釈

（窪
田
氏
）
等
）。

も
と
淀
ま
ぬ
水
に
む
か
ひ
て
こ
そ
、
よ
ど
む
と
い
ふ
詮
も
あ
れ
、
も
と
よ

り
淀
な
る
を
よ
ど
む
と
は
い
ふ
べ
き
事
に
あ
ら
ぬ
を
や
。

（中
略
）
こ
の

大
和
太
の
水
は
よ
ど
む
世
な
く
、
勢
多
の
か
た
へ
流
る
ヽ
が
故
に
、
た
と

ひ
此
水
の
よ
ど
む
世
は
あ
り
と
も
と
、
む
と
よ
り
あ
る
ま
じ
き
事
を
設
て

い
ふ
な
り
。
古
人
に
こ
の
轍
多
し
。

「す
ゑ
の
ま
つ
山
浪
も
越
な
む
」
な

ど
よ
め
る
類
也
。

（燈
）

金
子
評
釈
の
み
は
同
じ
く
反
事
実
仮
定
の
と、
も、
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、

「勢

多
の
か
た
へ
流
る
ヽ
」
云
々
は
と
ら
ず
、
「琵
琶
湖
は
流
石
に
大
湖
で
、岸
辺
の

波
は

ヽ常

ヽに
動
揺
し
て
決
し
て
淀
ま
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、

こ
の
と
も
の
仮
定
は

「必
ず
し
も
現
在
の
事
実
の
反
対
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な

い
」
の
で
あ

っ
て
「
山
川
を
中
に
隔
り
て
遠
く
と
も
心
を
近
く
お
も
ほ
せ
吾
妹
」

な
ど
と
同
様
に
、

「現
在
淀
ん
で
ゐ
る
光
景
に
対
し
て

『
淀
む
と
も
』
と
い
ふ

表
現
を
用
ゐ
た
も
の
」
と
い
う
柴
生
田
稔
氏
の
説
が
あ
り

（斎
藤
茂
吉
編

『
万

棄
集
研
究
』
下
）
、
佐
伯
梅
友
博
士
は
こ
れ
に
賛
成
し
て
修
辞
的
の
仮
定

と
言

わ
れ

（「
『
淀
む
と
も
』
考
」

『
万
葉
語
研
究
』
所
収
）、
注
釈
ま
た

「急
い
で
´

ゐ
る
人
を
見
て

『
た
と
へ
急
ぐ
と
も
』
と
い
ふ
」
の
場
合
の
そ
れ
だ
と
説
明
さ

れ
る
。

さ
て
、
と
も
の
解
釈

・
用
法
が
こ
の
よ
う
に
落
着
し
た
上
で
一
首
の
解
釈
が

す
べ
て
定
ま

っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
と、
も、
で
接
続
さ
れ
る
前
後
の

「大
わ
だ
淀
む
」
と
、　
里
日
の
人
に
ま
た
も
会
う
」
と
の
間
に
は
、
ど
ん
な
意

味
の
脈
絡
が
あ
る
の
か
。
こ
の
点
で
諸
注
を
た
ず
ね
て
み
る
と
、
相
互
に
似
通

う
と
こ
ろ
は
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
く
い
ち
が

つ
て
い
る
三
通
り
の
解
釈
が
広

く
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

０
　
淀
み
て
待
つ
と
も
―
―
代
匠
記

「
又
」
の
釈
、
略
解
、
檜
嬬
手
、
新
考
、

斎
藤
茂
吉
万
葉
秀
歌
、
窪
田
評
釈
、
大
系
、
注
釈
、
次
田
真
幸
講
説
等
。

呻如、内くヽの思、水はる、淀れ、み政つシきなれ執〔わが晰モき（ゃ務独「帥れ筆物、者を、準

以
下
同
じ
）

湖
水
の
淀
ん
で
い
る
状
態
に
人
待
ち
顔
な
る
印
象
を
得
て
、
こ
れ
を
音
の
人

に
ま
た
も
会
う
こ
と
を
期
待
す
る
湖
水
の
状
態
あ
る
い
は
動
作
だ
と
解
く
の
で

あ
る
。
玉
の
小
琴

「
い
つ
ま
で
淀
む
と
も
」
日
訳

「
い
つ
ま
で
静
か
に
淀
ん
で



ゐ
よ
う
と
も
」
な
ど
も
こ
れ
に
く
み
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
　
土ぃ
な、
ハ
ら、
に、
淀
む
と
も
―
―
橋
田
東
声
氏
評
釈
、
落
合
京
太
郎
氏

（
『

墓
薪
ら、究鱗
短
錘
木
調
憚
秘
鮮
締
ダ熱
踏

て
居
る
歌
の
意

（落
合
民
）

部
の、
如、
く、
変、
ら、
ず、
に、
、
今、
も、
淀
ん
で
居
ら
う
と
も

（私
注
）

こ
の
解
釈
は
、
淀
ん
で
い
る
湖
水
の
状
態
に

「音
な
が
ら
」
の
印
象
を
受
取

る
わ
け
で
、
三
〇
番
歌

さ
さ
な
み
の
志
賀
の
辛
崎
幸、
く、
あ、
れ、
ど、
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ

と
同
工
異
曲
と
見
る
こ
と
に
な
る
。

内
　
土日
な
が
ら
に
淀
み
て
…
…
待
つ
と
も
―
―
古
義
、
柿
本
人
麿
評
釈
編
、

豊
田
八

昔、十
盛、代
な、氏
りヽ 新
しヽ 釈
世、、
の、次
まヽ 田
嘲

に、、氏
商
婦
一
た
期
鴻
ど

も
そ
の
詮
な
き
事
な
る
に

も
し
な
ほ
昔
の
人
に
あ
ふ
事
も
あ
ら
む
か
と
て
、
待
つ
ヽ
あ
る
ら
む
心

の
、
い
か
に
さ
ぶ
し
か
る
ら
む
と
、
大
和
太
を
ふ
か
く
あ
は
れ
み
た
る

な
り
。

（古
義
）

昔、
な、
ハ
ら、
に、
水
が
淀
ん
で
、
如
何
に
も
人、
を、
待、
ち、
顔、
で
あ
る
が
（新
講
）

こ
の
解
釈
は
０
０
の
混
交
説
の
よ
う
で
ま
ぎ
ら
わ
し
い
が
、
や
は
り
違
う
。

湖
水
の
淀
ん
で
い
る
状
態
を
音
な
が
ら
の
状
態
と
認
め
て
、
さ
て
そ
の
音
な
が

ら
の
姿
に

「待
つ
ヽ
あ
る
ら
む
心
」
を
付
度
す
る
の
で
あ
る
。
０
の
解
釈
を
ふ

ま
え
て
さ
ら
に
三
〇
番
歌
の
発
想
に
引
き
つ
け
た
解
釈
で
あ
る
と
見
え
る
。
０

と
と
も
に
人
待
ち
顔
な
る
大
わ
だ
を
フ
カ
ク
ア
ハ
レ
ム
ふ
う
の
側
隠
の
情
で
あ

る
と
す
る
見
方
に
な
る
。

さ
て
、
諸
注
は
こ
れ
ら
三
様
の
解
釈
の
ど
れ
か
に
よ
っ
て
、
平
和
的
に
共
存

し
て
い
る
こ
と
奇
異
な
ほ
ど
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
こ
う
し
た
幾
通
り
か
の
解

釈
を
許
す
ほ
ど
に
、
情
緒
の
文
脈
は
読
者
の
鑑
賞
に
委
ね
た
、
い
わ
ば
心
余
り

て
詞
た
ら
ぬ
一
首
で
あ
る
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
、
右
三
説

と
は
似
て
非
な
る
、
か
つ
孤
立
し
て
か
え
り
み
ら
れ
な
い
代
匠
記
の
解
釈
が
あ

っ
た
。テヽ

力ヽ 水、
へヽ ′、、
り、早、
コヽ ク、
ヌ、流、
物、レ、
ナ、過、
レヽノレ、
′ヽ 物ヽ、
其 ナ、
世 ヵ、
ノ ラ、
人 大、
ニ ヮ、
又 夕、
一

ン 入、
ヤ 曲、

”
又 テ、
ア 淀、
′ヽ ム、
シ ト、
ト モ、
云 昔、
也 ′、、

写

（精
撰
本
。
初
稿
本
同
旨
）

人
麻
呂
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
作
歌
が
有
る
。

も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
行
方
知
ら
ず
も

（
三

・
二
六
四
）

流
れ
る
水
も
網
代
木
に
い
さ
よ
う
、
し
か
し
そ
れ
も
た
ま
ゆ
ら
行
方
も
知
ら

ぬ
嘆
き
と
な
る
。
ま
た
、
明
日
香
皇
女
の
死
を
悼
ん
で

明
日
香
川

よし
い
ら
み
渡
し
塞
か
ま
せ
ば
流
る
る
水
も
の
ど
に
か
あ
ら
ま
し

一
云
水
の
与
抒
に
か
あ
ら
ま
し

（
二
。
一
九
七
）

と
歌

っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
余
意
は
、

「流
れ
て
返
ら
ぬ
水
で
あ

っ
て
も
、
し

が
ら
み
を
渡
し
て
塞
い
た
ら
ば
し
ば
し
は
の
ど
に
も
な
れ
、淀
む
こ
と
も
あ
れ
、

ほわけれ嘲螂』̈
夏燎機雛鮫椰敵静どをいつぅ“〕康場』”ぽ嗽嚇一

い
ま
、
満
々
と
た
た
え
て
淀
む
志
賀
の
大
わ
だ
に
見
入
っ
て
、

志
賀
の
大
わ
だ
に
た
た
え
た
湖
水
は
、
た
と
え
そ
の
ょ
う
に
淀
み
と
ど
ま

ろ
う
と
も
、
世
の
人
は
流
れ
て
と
ど
ま
ら
ず
、
近
江
京
の
人
に
ま
た
も
会

う
こ
と
は
か
な
う
ま
い
。

と
い
う
詠
嘆
を
人
麻
呂
が
発
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
十
分
自
然
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

淀
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
昔
な
が
ら
の
姿
を
今
に



と
ど
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
理
屈
で
あ
り
、
そ
れ
が
契
沖
の
解
説
を
先
述
国
内

の
解
釈
と
紛
ら
わ
し
く
さ
せ
、
結
局
契
沖
の
見
解
が
注
意
さ
れ
る
こ
と
な
く
う

も
れ
て
し
ま

っ
た
理
由
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
視
点
の
置
き
ど
こ
ろ
は

両
者
全
く
別
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
国
内
は
、
湖
水
の
状
態
に

「昔
な

が
ら
」
と
の
印
象
を
う
け
と

っ
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。

「淀
む
」
そ
の
こ

と
に
思
い
を
い
た
す
の
で
は
な
い
。
０
の
解
は

「淀
む
」
こ
と
に

「待
つ
」
意

を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
前
者
は

「幸
く
あ
れ
ど
」
風
の
感
傷
で
あ
り
、
後
者
は

湖
水
を
フ
カ
ク
ア
ハ
レ
ム
風
の
側
隠
の
情
緒
と
な
る
。
契
沖
の
解
に
よ
れ
ば
、

湖
水
の

「淀
む
」
そ
の
こ
と
に
思
い
を
集
め
て
、
た
と
え
水
は
淀
む
こ
と
が
あ

ろ
う
と
も
、
人
事
は
淀
み
と
ど
ま
ら
ぬ
も
の
だ
と
い
う
観
念
の
表
自
の
歌
と
な

る
。
湖
水
の
淀
み
に
寄
せ
た

一
種
の
寄
物
陳
思
歌
で
あ
る
。
サ
キ
ク
ア
レ
ド
の

感
傷
を
脱
し
、
湖
水
に
よ
せ
る
側
隠
の
情
を
捨
て
、
も

っ
と
人
麻
呂
自
身
の
日

頃
の
人
の
世
観

。
人
間
観
に
発
し
又
そ
れ
に
帰
る
詠
嘆
で
も

っ
て
近
江
荒
都
歌

一
編
は
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
契
沖

説
を
こ
と
さ
ら
取
り
あ
げ
て
通
説
の
三
解
の
前
に
置
き
、
彼
我
比
べ
つ
つ
あ
げ

つ
ら
う
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
は
あ
る
ま
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。　
２

九
七

〇

。
九

・
二
〇
稿
）

注１
　
湖
畔
か
ら
沖
合
を
見
渡
す
の
も
良
い
。
湖
上
の
観
光
船
の
舷
側
に
寄
り
木

戸
あ
た
り
を
過
ぎ
る
こ
ろ
比
良
山
系
の
影
を
落
す
湖
水
に
見
入

る

の
も
良

い
。
む
し
ろ
狭
溢
な
大
津
湾
に
比
べ
て
、
比
良
の
大
わ
だ
は
よ
ほ
ど
広
濶
で
、

球
面
を
な
し
て
も
り
上
る
か
の
よ
う
な
ま
さ
し
く

″大
わ
だ
″
を
実
感
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
人
麻
呂
歌
集
の
歌
は
す
べ
て
人
麻
呂
作
歌
と
は
言
え
な
い
か
ら
不
安
で
は

あ
る
が
、
参
考
ま
で
に
高
島
で
宿
る
歌

（九

・
一
六
九
〇
、　
三
ハ
九

一
、
比

良
で
の
旅

（九
二

七

一
五
、
椀
本
歌
）
を
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。

３
　
こ
れ
も
参
考
と
し
て
人
麻
呂
歌
集
歌
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

巻
向
の
山
辺
と
よ
み
て
往
く
水
の
水
泡
の
如
し
世
の
人
我
は

（
七

・
一
二

六
九
）

往
く
水
の
過
ぎ
に
し
人
の
…
…

（九

・
一
一
一
九
）

往、
く、
水、
の、
過、
ぎ、
に、
し、
妹、
ハ
…
…

（九

。
一
七
九
七
）

宇
治
川
の
水
泡
さ
か
ま
き
往、
く、
水、
の、
こ、
と、
返、
ら、
ず、
ぞ、
…
…

（十

一
・
二
四

三
〇
）

い
ず
れ
も
流
れ
て
返
ら
ぬ
水
の
イ
メ
ー
ジ
で
ぁ
る
。

「そ
の
水
で
さ
え
も
淀

む
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
世
の
人
は
…
…
」
と
い
う
強
調
し
た
表
現
が

一
九

七
番
歌
や
問
題
の
三

一
番
歌
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（園
田
学
園
女
子
大
学
講
師
）


