
Title 家持の難波 : 風土表現の特質について

Author(s) 清原, 和義

Citation 語文. 1986, 47, p. 1-10

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68742

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



家

持

の

難

波

―
―
風
土
表
現
の
特
質
に
つ
い
て
―
―

一

約
四
半
世
紀
に
亙
る
家
持
の
作
歌
活
動
の
跡
は
、
時
も
所
も
克
明
に
辿
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
軌
跡
の
中
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
歌
語
の
消
長
を
見
る
が
、

本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
風
土
表
現
に
関
わ
る
こ
と
ば
の
消
長
あ
る
い
は
偏
向
の

中
に
家
持
歌
の
特
質
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

万
葉
集
に
於
け
る
家
持
名
の
初
出
は
、
家
持
十
二
才
と
推
定
さ
れ
る
天
平
二

年
夏
六
月
、
筑
紫
夷
守
の
駅
家
に
於
て
で
あ
る

（巻
四
・
五
六
七
左
）
が
、
歌

人
と
し
て
の
家
持
が
都
を
離
れ
接
し
得
た
風
土
と
し
て
は
、
年
代
順
に
、
天
平

十
二
年
冬
、
聖
武
天
皇
行
幸
従
駕
の
折
の
伊
勢

・
美
濃
、
同
年
冬
十
二
月
以
降

の
山
背
恭
仁
京
、
天
平
十
八
年
秋
七
月
以
降
の
越
中
及
び
越
路
、
天
平
勝
宝
六

年
以
降
の
難
波
、
天
平
宝
字
二
年
秋
以
降
の
因
幡
が
あ
げ
ら
れ
る
。
行
幸
従
駕

時
の
作
は
五
首
、
因
幡
で
の
作
は
わ
ず
か
に
一
首
に
過
ぎ
な
い
の
で
除
く
と
し

て
も
、
恭
仁
京
で
の
作
や
難
波
で
の
作
と
し
て
明
ら
か
な
も
の
そ
れ
ぞ
れ
約
三

十
首
に
く
ら
べ
て
、
越
中
で
の
作
は
約
二
百
二
十
首
を
数
え
、
恭
仁
や
難
波
と

は
異
な
り
都
を
遠
く
離
れ
た
異
風
土
で
あ
る
こ
と
、
満
五
年
と
い
う
滞
在
期
間

の
長
さ
な
ど
が
相
侯

っ
て
、　
一
般
に
は
家
持
と
い
え
ば
越
中
守
時
代
が
云
々
さ

清

原

和

義

れ
、
越
中
の
風
土
の
研
究
も
ま
た
盛
ん
で
あ
る
。

一
方
、
兵
部
少
輔
家
持
の
う
た
う
難
波
の
歌
は
、
概
し
て

「古
歌
の
成
句
を

綴
り
合
は
せ
た
感
が
強
い
」
含
注
釈
し
、

「情
熱
に
乏
し
い
」
貧
全
注
釈
し
、

「凡
俗
化
し
て
ゐ
る
」
貧
私
注
し

な
ど
の
評
の
下
に
、
防
人
歌
と
の
関
わ
り
を

除
い
て
は
、
格
別
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
ま
し
て
、
兵
部
少
輔
家
持
の

う
た
う
難
波
の
風
土
に
つ
い
て
は
、
取
り
立
て
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
本
稿
に
於
て
は
、
歌
の
首
尾
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
兵
部
少
輔
家
持
の

う
た
う
難
波
を
通
し
て
、
そ
の
風
土
表
現
の
特
質
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
歌
人
と
し
て
恭
仁
や
越
中
の
異
風
土
の
生
活
を
経
験
し
た
家
持
が
、

三
度
日
の
異
郷
難
波
を
い
か
に
と
ら
え
た
か
を
探
り
た
い
。

二

『続
紀
』
に
よ
れ
ば
、
天
平
勝
宝
六
年
四
月

「従
五
位
上
大
伴
宿
祢
家
持
為

兵
部
少
輔
」
、
天
平
宝
字
元
年
六
月

「従
五
位
上
大
伴
宿
祢
家
持
為
大
輔
」
と
あ

り
、
巻
二
十
の
題
詞
に
拠

っ
て
も

「
天
平
勝
宝
七
歳
乙
未
二
月
相
替
遣
筑
紫
諸

国
防
人
等
歌
」
、
「
（天
平
勝
宝
八
歳
）
三
月
七
日
於
河
内
国
伎
人
郷
馬
国
人
之

家
宴
歌
三
首
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
に
家
持
の
歌
を
見
る
の
で
、
家
持
が
兵
部



少
輔
と
し
て
防
人
逓
送
の
仕
務
に
携
わ
り
、
天
平
勝
宝
七
歳
及
び
八
歳
の
春
に

少
な
く
と
も
二
度
は
難
波
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
間
、
九
度
に
亙
り
家
持
は
長
短
歌
二
十
六
首
を
う
た
っ
て
い
る
が
、
難

波
の
地
の
地
名
表
現

（合
計
十
六
回
）
に
限

っ
た
場
合
、　
一
つ
の
偏
向
が
顕
著

で
あ
る
。
そ
れ
は
難
波

（難
波
の
国

・
難
波
の
海
を
含
む
）
四
回
、
難
波
官

。

難
波
の
三
津

。
難
波
津
各

一
回
の
よ
う
に
、
難
波
と
い
う
総
名
で
こ
の
地
を
う

た
う
表
現
を
除
く
と
、
堀
江
を
六
回
集
中
し
て
う
た
い
、
他
に
住
吉
二
回
、
龍

田
山

一
回
を
う
た
う
点
に
あ
る
。
住
吉
に
つ
い
て
は
、

「住
吉
の
我
が
皇
神
」

（四
四
〇
八
）
は

一
面
で
は
神
名
で
あ
り
、
「住
吉
の
浜
松
が
根
」
（
四
四
五
七
）

は
宴
席
に
於
て
う
た
わ
れ
た
地
名
で
あ
る
が
、
詠
出
頻
度
の
も

っ
と
も
高

い

「堀
江
」
は
、
す
べ
て
独
詠
歌
の
中
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
独
詠
歌
の
中
で
も
、
天
平
勝
宝
八
歳
三
月
に
う
た
わ
れ
た
、

①
　
堀
江
漕
ぐ
伊
豆
手
の
舟
の
梶
つ
く
め
音
し
ば
立
ち
ぬ
水
脈
速
み
か
も

（
四
四
六
〇
）

②
　
堀
江
よ
り
水
脈
訴
る
梶
の
音
の
間
な
く
そ
奈
良
は
恋
し
か
り
け
る

（
四
四
六

一
）

（
四
四
六

二
）

右
の
三
首
、
江
の
辺
に
し
て
作
る
。

の
三
首

一
群
は
、
す
べ
て
の
歌
に
堀
江
の
地
名
表
出
を
見
る
ば
か
り
で
な
く
、

左
注
に
於
て
ま
で
も

「江
の
辺
に
し
て
作
る
」
と
堀
江
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

総
じ
て
、
巻
二
十
の
左
注
に
於
て
は
、
詠
歌
の
主
や
時
や
目
的
を
示
す
こ
と
は

あ

っ
て
も
、
詠
歌
の
処
所
を
示
す
こ
と
は
無
い
。
そ
の
異
例
の
中
に

「堀
江
」

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
堀
江
の
地
名
表
出
を
見
る
天
平
勝
宝
七
歳
二
月
十
七
日
作
の
三
首

一

③
　
舟
競
ふ
堀
江
の
川
の
水
際
に
来
居
つ
つ
鳴
く
は
都
鳥
か
も

群
の
独
詠
歌
は
、

独
り
龍
田
山
の
桜
花
を
惜
し
む
歌

一
首

④
　
龍
田
山
見
つ
つ
越
え
来
し
桜
花
散
り
か
過
ぎ
な
む
我
が
帰
る
と
に

（
四
三
九
五
）

独
り
江
水
に
浮
か
び
漂
ふ
こ
つ
み
を
見
貝
玉
の
寄
ら
ぬ
を
怨
恨
み

て
作
る
歌

一
首

⑤
　
堀
江
よ
り
朝
潮
満
ち
に
寄
る
こ
つ
み
貝
に
あ
り
せ
ば
つ
と
に
せ
ま
し
を

（
四
三
九
一〇

館
の
間
に
在
り
て
江
南
の
美
し
き
女
を
見
て
作
る
歌

一
首

⑥
　
見
渡
せ
ば
向
つ
峰
の
上
の
花
に
は
ひ
照
り
て
立
て
る
は
愛
し
き
誰
が
妻

（
四
三
九
七
）

右
の
三
首
、
二
月
七
日
に
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
作
る

で
あ
る
が
、
こ
の
一
群
の
題
詞
も
ま
た
異
例
で
あ
る
。
概
し
て
、
巻
二
十
の
題

詞
は
、
防
人
関
係
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
り
、
宴
席
の
場
を
示
し
た
り
、

た
と
え
独
詠
歌
で
あ

っ
て
も

「病
に
臥
し
て
無
常
を
悲
し
び
道
を
修
め
む
と
欲

ひ
て
作
る
歌
」
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
群
の
題
詞
は
単
に
所

在
を
示
す
の
で
も
な
く
、
単
に
素
材
を
示
す
の
で
も
な
く
、
所
在
と
素
材
と
そ

れ
に
対
す
る
家
持
の
感
情
ま
で
も
示
し
て
い
る
。
堀
江
で
龍
田
を
思
い
、
堀
江

の
こ
つ
み
に
嘆
き
、
堀
江
の
辺
に
美
女
を
思
う
と
い
う
、
い
わ
ば
語
り
過
ぎ
の

題
詞
の
中
心
が
堀
江
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
使
用
頻
度
の
高
さ
、
題
詞
や
左
注
に
見
る
異
例
の
表
示
な
ど
を

併
せ
る
と
、
家
持
の
難
波
を
と
ら
え
る
拠
り
所
と
し
て
は

「堀
江
」
が
最
適
と

思
わ
れ
る
。

三



家
持
が
は
じ
め
て
堀
江
を
う
た
っ
た
の
は
、
天
平
勝
宝
七
歳
二
月
九
日
の

⑦
　
防
人
の
堀
江
漕
ぎ
出
る
伊
豆
手
船
梶
取
る
間
な
く
恋
は
繁
け
む

（
四

三

三

六

）

と
い
う
防
人
の
心
を
思
う
歌
に
於
て
で
あ
る
。
次
い
で
同
年
二
月
十
三
日
、
い

わ
ば
難
波
官
讃
歌
と
で
も
い
え
る

「陳
私
拙
懐

一
首
」
の
長
歌
に
於
て
、

③
　
・…
‥
敷
き
ま
せ
る
難
波
の
官
は
聞
こ
し
め
す
四
方
の
国
よ
り
奉
る
御
調

の
舟
は
堀
江
よ
り
水
脈
引
き
し
つ
つ
…
…
…
…
…
…
…
…
　
（
四
三
六
〇
）

と
う
た
い
、
国
に
挙
げ
た
堀
江
を
詠
ん
だ
四
首

（①
ｌ
③
及
び
⑤
）
が
同
年
二

月
及
び
翌
年
三
月
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
兵
部
少
輔
と
し
て
防
人
に
関

わ
る
公
務
に
よ
り
難
波
に
滞
在
中
の
詠
歌
で
あ
る
が
、
家
持
と
風
土

「堀
江
」

と
の
観
念
的
な
最
初
の
出
合
は
、
家
持
越
中
守
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

天
平
二
十
年
春
、
橘
諸
兄
の
使
者
で
あ
る
日
辺
福
麻
呂
を
越
中
守
家
持
は
も

て
な
し
、
し
ば
し
ば
宴
会
を
開
い
た
り
、
布
勢
の
水
海
で
の
遊
覧
を
し
た
り
し

て
い
る
が
、
そ
の
春
三
月
の
下
旬
、
日
辺
福
麻
呂
は
宴
席
に
於
て
、
元
正
上
皇

難
波
行
幸
時
の
歌
七
首
を
家
持
た
ち
に
披
露
し
た
。
そ
の
中
四
首
に
は
堀
江
が

う
た
わ
れ
、

⑨
　
堀
江
に
は
玉
敷
か
ま
し
を
大
君
を
み
舟
漕
が
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば

（
四
〇
五
一Ｃ

⑩
　
玉
敷
か
ず
君
が
悔
い
て
言
ふ
堀
江
に
は
玉
敷
き
満
ち
て
継
ぎ
て
通
は
む

（
四
〇
五
七
）

右
の
二
首
の
件
の
歌
は
、
御
船
江
を
訴
り
遊
宴
す
る
日
に
左
大
臣

の
奏
す
る
、
併
せ
て
御
製
な
り
。

①
　
堀
江
よ
り
水
脈
引
き
し
つ
つ
み
舟
さ
す
賤
男
の
伴
は
川
の
瀬
申
せ

（
四
〇
六

一
）

⑫
　
夏
の
夜
は
道
た
づ
た
づ
し
舟
に
乗
り
川
の
瀬
ご
と
に
緯
さ
し
上
れ

（
四
〇
六
一
じ

右
の
件
の
歌
は
、
御
船
綱
手
を
以
て
江
を
派
り
遊
宴
せ
し
日
に
作

る
。
伝
誦
す
る
人
は
田
辺
史
福
麻
呂
こ
れ
な
り
。

⑫
を
除
く
三
首
に
は
直
接

「堀
江
」
の
地
名
表
現
を
見
る
。
さ
ら
に
、
二
か
所

の
左
注
に
は

「御
船
江
を
訴
り
遊
宴
す
る
日
」

「御
船
綱
手
を
以
て
江
を
派
り

遊
宴
せ
し
日
」
と
難
波
堀
江
に
於
け
る
遊
宴
で
あ
る
こ
と
を
く
り
返
し
記
し
留

め
て
い
る
。
０
の
③
⑥
の
題
詞
や
③
の
左
注
に
於
け
る
異
例
の

「江
」
の
表
記

と
通
じ
る
意
識
が
、
こ
の
左
注
に
既
に
表
わ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
越
中
国

庁
付
近
か
ら
見
お
ろ
す
射
水
川
の
様
子
と
難
波
堀
江
の
そ
れ
と
の
類
似
か
ら
、

左
大
臣
の
使
者
で
あ
る
福
麻
呂
は
こ
の
一
連
の
歌
を
伝
誦
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

家
持
は
そ
の
堀
江
に
特
に
興
味
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
天
平
勝
宝
二
年
二
月
二
日
、
ほ
ぼ
前
年
に
福
麻
呂
か
ら
伝
え
聞
い

た
同
時
期

・
同
場
所
で
の
作
、

遥
か
に
江
を
訴
る
船
人
の
唱
を
聞
く
歌

一
首

⑬
　
朝
床
に
聞
け
ば
遥
け
し
射
水
川
朝
漕
ぎ
し
つ
つ
唱
ふ
舟
人

（
四
一
五
〇
）

の
題
詞
に

「江
を
訴
る
」
と
表
現
し
、
ま
た
天
平
勝
宝
八
歳
三
月
七
日
の
歌
②

に
於
て
も

「堀
江
よ
り
水
脈
派
る
梶
の
音
の
」
と
、
や
は
り
福
麻
呂
の
伝
誦
し

た
同
じ
時
期
、
所
も
難
波
の
堀
江
に
於
て

「堀
江
を
訴
る
」
舟
の
様
子
を
う
た

っ
て
い
る
点
か
ら
推
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
万
葉
集
中
、
舟
が

「
（川
を
）派

る
」
と
い
う
表
現
を
す
る
の
は
、
以
上
示
し
た
左
注
二
か
所
と
題
詞
と
歌
中
に

於
け
る
四
例
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
家
持
の
表
現
で
あ
る
所
に
、
強
い

関
心
が
思
わ
れ
る
。
家
持
は
福
麻
呂
の
伝
え
る
難
波
を
歌
人
と
し
て
初
め
て
認

識
し
、
射
水
川
の
景
と
重
な
る
堀
江
や
江
を
訴
る
舟
の
景
に
特
に
興
味
を
抱
き
、

難
波
の
地
に
行
け
ば
堀
江
を
う
た
う
と
い
う
予
備
的
な
構
え
を
持
ち
つ
つ
、
難



波
と
対
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
丁
度
、
越
中
守
着
任
当
初
ど
喋
て
用
意
の
磯
に
寄

せ
る
自
波
の
景
を
し
き
り
に
く
り
返
し
う
た
っ
た
よ
う
に
。

四

堀
江
に
限
ら
ず
、
広
く
難
波
の
景
を
と
ら
え
る
時
、
家
持
の
難
波
の
風
土
に

対
す
る
構
え
が

一
層
鮮
明
な
も
の
と
な
る
。

一
般
に
は
難
波
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
難
波
潟
が
う
た
わ
れ
る
。
難
波
の
地

¨
利
』
な
け
一
琳
猛
餃
」
藤
¨
囃
駆
』
螂
削
¨
岬
漱
帥
画
¨
鰤
″
情
熱
デ
赫
脚

が
あ
り
、
他
に
難
波
の
菅
二
回
、
難
波
の
崎

・
難
波
辺

・
難
波
道
が
各

一
回
で

あ
る
か
ら
、
難
波
と
い
え
ば
難
波
潟

・
難
波
津
と
表
現
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
中
で
も
難
波
潟
は
、

難
波
潟
潮
千
な
あ
り
そ
ね
沈
み
に
し
妹
が
姿
を
見
ま
く
苦
し
も

（
三
二
九
）

難
波
潟
潮
干
の
な
ご
り
飽
く
ま
で
に
人
の
見
む
児
を
我
し
と
も
し
も

（
五

三

三

）

難
波
潟
潮
千
の
な
ご
り
よ
く
見
て
む
家
な
る
妹
が
待
ち
間
は
む
た
め

難
波
潟
潮
千
に
立
ち
て
見
渡
せ
ば
淡
路
の
島
に
鶴
渡
る
見
ゆ

（九
七
六
）

（
一　　一　一ハ
（）
）

難
波
潟
潮
千
に
出
で
て
玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
ど
も
汝
が
名
告
ら
さ
ね

（
一
七

二
六
）

の
五
例
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
が
挽
歌

。
相
聞

・
雑
歌
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、

難
波
潟
と
い
え
ば
潮
干
の
景
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
潮
千
の
難
波
潟
が
好
景
で

あ
る
か
ら
こ
そ
く
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
家
持
に
は
、　
一
首
も
こ
の
難

波
潟
を
う
た
っ
た
歌
が
な
い
。
難
波
に
長
期
滞
在
し
、
独
詠
歌
を
も
の
こ
し
て

い
る
家
持
が
、　
一
般
の
も

っ
と
も
好
ん
で
う
た
う
難
波
潟
を
う
た
わ
な
い
と
い

う
点
に
も
、
家
持
の
風
土
に
対
す
る
積
極
的
な
意
志
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

人
麻
呂
は
石
見
の
海
の
潟
な
き
様
を
う
た
い
、
旅
人
は
香
椎
潟
を
、
赤
人
は

明
石
潟
の
潮
千
の
道
を
、
虫
麻
呂
は
三
宅
潟
を
う
た
う
な
ど
、
潟
は
多
く
の
歌

人
の
口
を
つ
く
風
土
で
あ
る
。
さ
ら
に
金
村
に
は
所
も
同
じ
難
波
潟
を
う
た

っ

て

「難
波
潟
三
津
の
崎
よ
り
」
全

四
五
三
）
の
表
現
が
あ
り
、家
持
の
布
勢
水

海
の
賦
に
和
し
た
、
家
持
の
歌
友
で
あ
る
池
主
の
歌
に

「朝
な
ぎ
に
潟
に
あ
さ

り
し
」
全
二
九
九
三
）
の
句
が
見
ら
れ
、
家
持
の
選
択
し
た
防
人
歌
に
ま
で
「
よ

そ
に
の
み
見
て
や
渡
ら
も
難
波
潟
雲
居
に
見
ゆ
る
島
な
ら
な
く
に
」

（
四
三
三

五
）
と
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
、　
一
般
的
な
潟
の
描
写
も
難
波
潟
も
、
当
然
家

持
の
意
識
下
に
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
難
波
潟
を
家
持
は

一
切
口
に
し
て

い
な
い
。

潮
干
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
難
波
潟
を
う
た
わ
な
い
家
持
は
、

越
中
の
海
に
於
て
も
、
難
波
の
海
に
於
て
も
潮
千
の
景
を
う
た
う
こ
と
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
天
平
二
十
年
春
三
月
、
越
中
を
訪
れ
た
日
辺
福
麻
呂
が
家
持
の
館

よ
り
望
見
で
き
る
奈
呉
の
海
を
眺
め
て
、

奈
呉
の
海
に
潮
の
は
や
千
ば
あ
さ
り
し
に
出
で
む
と
鶴
は
今
そ
鳴
く
な
る

（
四
〇
三
四
）

と
う
た
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
持
は

「
夕
な
ぎ
に
満
ち
来
る
潮
の
」

（
三

九
八
五
）、
「沖
辺
よ
り
満
ち
来
る
潮
の
」
（四
〇
四
五
）
、
「朝
夕
に
満
ち
来
る

潮
の
」
（四
二
一
一
）
と
潮
満
ち
の
景
は
う
た
っ
て
も
、越
中
の
海
の
潮
干
を
う

た
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
難
波
潟
を
う
た
う
の
を
忌
避
す
る
の
は
、
そ
の
潮
干
の
景
が
家

持
の
興
を
引
く
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
江
を
渡



る
の
で
も
な
く
、
江
を
下
る
の
で
も
な
い
、
江
を
訴
る
舟
の
景
に
特
に
興
味
を

抱
く
心
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
ｏ
い
ず
れ
も
、
家
持

の
風
土
に
対
す
る
積
極
的
な
働
き
か
け
の
結
果
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
難
波
潟
や
訴
る
の
結
果
に
は
、
偶
然
と
い
う
要
素
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
で
、
風
土
と
い
う
大
枠
を
取
り
除
い
て
、
「難
波
潟
潮
干
」
よ
り
も

さ
ら
に
一
般
に
多
用
す
る
こ
と
ば
、
あ
る
い
は

「訴
る
」
の
よ
う
に
家
持
に
限

ら
れ
た
語
で
は
な
く

一
般
も
家
持
も
と
も
に
多
用
す
る
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
家

持
の
風
土
意
識
を
確
認
し
た
い
。

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
は
、　
一
般
に
約
五
十
回
と
い
う
使
用
頻
度
の
高
い
語

で
あ
る

「草
枕
」
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
語
は
家
持
の
選
択
意
志
の
強
く
働
い

て
い
る
防
人
歌
に
も

「草
枕
旅
は
行
く
と
も
」
（四
三
二
五
）
、

「草
枕
旅
は
苦

し
と
」
（四
四
〇
六
）
な
ど
と
四
例
の
使
用
を
見
、
越
中
に
居
る
家
持
に
贈

っ

た
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
に
も

「草
枕
旅
行
く
君
を
」
公
二
九
二
七
）
な
ど
と
、
ま

た
同
様
に
平
群
女
郎
の
歌
に
も

「草
枕
旅
去
に
し
君
が
」
公
二
九
三
七
）
な
ど
と

使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
越
前
稼
大
伴
池
主
が
家
持
に
戯
れ
に
贈

っ
た
歌

に
も

「草
枕
旅
の
翁
と
」
（四

一
二
八
）
と
表
現
し
て
い
る
の
で
、
い
う
な
ら
ば

家
持
圏
に
於
て
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
語
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
家
持
に
は

こ
の

「草
枕
旅
」
が
約
四
百
八
十
首
の
歌
の
中
で
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
雌
硼

ま
た
旅
中
に
あ
る
歌
人
た
ち
が
好
ん
で
う
た
う

「海
人
娘
子
」
に
つ
い
て
も

同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
所
も
難
波
に
於
て
福
麻
呂
が

「海
人
娘
子
ら
が
乗
れ
る

舟
見
ゆ
」
貧

〇
六
三
）と
う
た
い
、
金
村
が

「海
人
娘
子
棚
無
し
小
舟
漕
ぎ
出

ら
し
」
（九
三
〇
）
と
難
波
の
海
人
娘
子
を
と
も
に
う
た
い
、
難
波
に
限
ら
ず
海

人
娘
子
は
旅
す
る
都
人
の
海
辺
へ
の
心
ひ
か
れ
を
示
す
こ
と
ば
の
代
表
と
し
て
、

万
葉
集
中
二
十
例
の
用
例
を
見
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
家
持
は

「海
人

娘
子
」
も

一
切
う
た
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
傾
向
に

「難
波
潟
潮
干
」
と
同

一
線

上
の
選
択
意
識
が
働
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
者
の
こ
と
ば
と
し
て
は
、

「海
原
」
と

「白
波
」
と
を
と
り
あ
げ
る
。

ま

ず

「海
原
」
は
、
天
平
五
年
の
憶
良
の
遣
唐
使
を
送
る

「好
去
好
来
歌
」

（八

九
四
）
に

「海
原
の
辺
に
も
沖
に
も
」
と
う
た
わ
れ
、
天
平
八
年
の
遣
新
羅
使

人
歌
に
も

「海
原
に
浮
き
寝
せ
む
夜
は
」
３
一五
九
二
）
を
は
じ
め
計
六
首
に
用

い
ら
れ
、
防
人
自
身
の
歌
の
中
に
も

「海
原
渡
る
父
母
を
置
き
て
」

（四
三
二

八
）
と
あ

っ
て
、
舟
出
の
別
れ
の
状
況
下
で
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「海
原
」

を
家
持
は
越
中
守
時
代
に
は
う
た
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
難
波
に
於
て
、

海
原
を
遠
く
渡
り
て
年
経
と
も
児
ら
が
結
べ
る
紐
解
く
な
ゆ
め（

四
三

二
四
）

を
は
じ
め
計
六
度
、
す
べ
て
防
人
歌
群
中
に
於
て
、
集
中
し
て
用
い
て
い
る
。

集
中
と
い
う
点
に
於
て

「海
原
」
と

「白
波
」
と
は
ま

っ
た
く
対
照
的
で
あ

る
。
す
な
わ
ち

「海
原
」
を
家
持
の
難
波
の
語
と
す
る
な
ら
ば
、
「自
波
」
は
越

中
の
語
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
越
中
に
於
て
家
持
は
、
渋
鉛
の
崎
の
荒
磯
も
、

疇娯̈
つ海“ｒ嚇りゆ【嚇出産罐蔵帥鋪いけいなて「】る注波Ｔわ翡狩れそっ

れ
が
難
波
の
海
辺
に
於
て
は
、
わ
ず
か
に
一
度

「海
原
見
れ
ば
白
波
の
八
重
折

る
が
上
に
」
（四
三
六
〇
）と
あ
る
き
り
で
、
越
中
に
於
け
る
よ
う
な

「白
波
」

へ
の
集
中
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

家
づ
と
に
貝
そ
拾
へ
る
浜
波
は
い
や
し
く
し
く
に
高
く
寄
す
れ
ど

（
四
四

一
一
）

な
ど
の

「浜
波
」
は
、
「白
波
」
で
も
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
を
用
い
て
は
い
な

こ
の
よ
う
に
海
辺
の
景
を
越
中
に
於
て
は

「自
波
」
に
よ
り
、
難
波
に
於
て

は

「海
原
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
、
国
守
と
し
て
越
に
あ
り
、
兵
部



少
輔
と
し
て
難
波
に
あ
る
官
人
と
し
て
の
家
持
の
立
場
を
示
す
も
の
が
あ
り
、

終
生
、
「草
枕
」
も

「海
人
娘
子
」
も
口
に
し
な
い
の
は
、
他
の
官
延
歌
人
た

ち
と
は
立
場
の
異
な
る
家
持
の
、
都
人
と
し
て
の
強
い
怜
侍
が
あ

っ
た
ゆ
え
か

と
思
わ
れ
る
。

そ
の
強
い
選
択
意
識
を
持

っ
て
、
素
材
や
こ
と
ば
の
選
択
と
同
様
に
、
風
土

の
選
択
に
於
て
、
難
波
潟
を
避
け
堀
江
を
徹
底
し
て
う
た
う
の
も
、
決
し
て
偶

然
の
所
産
で
は
あ
り
得
な
い
。

五

難
波
の
家
持
が
独
詠
歌
の
中
で
う
た
う
風
土
と
し
て
、
堀
江
の
他
に
、
唯

一

度
で
は
あ
る
が
龍
田
山
が
あ
る
。
こ
の
龍
田
山
の
詠
出
に
も
、
家
持
独
自
の
風

土
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。　
一
般
に
龍
田
山
と
い
え
ば
、

海
の
底
沖
つ
自
波
龍
田
山
い
つ
か
越
え
な
む
妹
が
あ
た
り
見
む

君
に
よ
り
言
の
繁
き
を
龍
田
越
え
三
津
の
浜
辺
に
み
そ
ぎ
し
に
行
く

人
も
ね
の
う
ら
ぶ
れ
居
る
に
龍
田
山
み
馬
近
づ
か
ば
忘
ら
し
な
む
か

朝
霞
止
ま
ず
た
な
び
く
龍
田
山
舟
出
し
な
む
日
我
恋
ひ
む
か
も

大
伴
の
三
津
の
泊
に
舟
泊
て
て
龍
国
の
山
を
い
つ
か
越
え
行
か
む

の
五
首
の
よ
う
に
、
大
和
と
河
内
の
隔
て
と
し
て
意
識
さ
れ
、

季
節
感
と
結
び
つ
い
て
う
た
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。　
一
方
、

（
三
七

三
二
）

そ

の
場
合
特

に

雁
が
ね
の
来
鳴
き
し
な
へ
に
韓
衣
龍
日
の
山
は
も
み
ち
そ
め
け
り

妹
が
紐
解
く
と
結
び
て
龍
田
山
今
こ
そ
も
み
ち
そ
め
て
あ
り
け
れ

¨

（
一
一一
一
一
一
）

夕
さ
れ
ば
雁
の
越
え．行
く
龍
田
山
し
ぐ
れ
に
競
ひ
色
づ
き
に
け
り

（
三

二

一
四

）

秋
さ
れ
ば
雁
飛
び
越
ゆ
る
龍
田
山
立
ち
て
も
居
て
も
君
を
し
そ
思
ふ

（
二
二
九
四
）

の
四
首
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
季
節
感
と
結
び
つ
い
た
時
は
、
逆
に
「龍
田
越
え
」

と
い
う
自
他
の
体
験
と
は
結
び
つ
か
な
い
。
し
か
も
そ
の
季
節
は

「雁
」
の
季

節
、
「
し
ぐ
れ
に
競
ひ
」
も
み
ち
す
る
季
節
で
あ

っ
て
、
秋
が
中
心
と
な

っ
て

い
る
。
龍
田
山
の
描
写
が
こ
の
よ
う
に
三
分
さ
れ
る
中
で
、
龍
田
を
徹
底
し
て

う
た
う
高
橋
虫
麻
呂
の
み
が
、
龍
田
越
え
と
春
秋
の
景
と
を
結
び
つ
け
て
、

自
雲
の
　
龍
日
の
山
の
　
露
霜
に
　
色
づ
く
時
に
　
う
ち
越
え
て
　
旅
行

（
八

〓
し

（九
七

一
）

自
雲
の
　
龍
日
の
山
を
　
夕
暮
に
　
う
ち
越
え
行
け
ば
　
瀧
の
上
の
　
桜

（
六
二
六
）
　

　

　

の
花
は
　
咲
き
た
る
は
　
散
り
過
ぎ
に
け
り

（
一
七
四
九
）

（
八
七
七
）

と
天
平
四
年
頃
の
龍
田
越
え
と
春
の
桜

・
秋
の
も
み
ち
の
景
と
を
重
ね
て
う
た

う
。
虫
麻
呂
に
は
一
七
四
九
を
含
む

一
連
の
六
首
の
龍
田
の
桜
を
詠
ん
だ
歌
が

あ
り
、
そ
こ
に
於
て
は
じ
め
て
龍
田
の
桜
が
う
た
わ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

詠
出
さ
れ
て
い
る
桜
の
状
態
も
ま
た
他
と
異
な

っ
て
い
る
。　
一
般
に
は
桜
花
は

咲
く
状
態
が
う
た
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
散
る
状
態
が
う
た
わ
れ
る
の
は
橘

や
棟
や
黄
葉
が
通
例
で
あ
る
が
、
虫
麻
呂
は
龍
日
の
山
の

「桜
の
花
は
…
…
散

り
過
ぎ
に
け
り
」
と
桜
花
の
散
る
様
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
家
持
も
桜
花
を
好
ん
で
う
た
う
歌
人
で
あ

っ
て
、
天
平
十
九
年
春
三

月
、
越
中
像
大
伴
池
主
と
贈
答
し
た
病
中
吟
に
於
て
、

（
一
一
八

一
）

（
二
一
九
四
）

６



あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
一
日
だ
に
君
と
し
見
て
ば
我
恋
ひ
め
や
も（

三
九
七
〇
）

と
う
た
い
、
ま
た
、
天
平
二
十

一
年
春
三
月
、
越
前
橡
大
伴
池
主
に
報
え
た
歌

に
於
て
も
、

我
が
背
子
が
古
き
垣
内
の
桜
花
い
ま
だ
含
め
り

一
日
見
に
来
ね（

四
〇
七
七
）

と
桜
花
を
う
た
う
。
さ
ら
に
天
平
勝
宝
二
年
春
三
月
、
自
ら
の
館
に
於
け
る
宴

に
於
て
も

「峰
の
上
の
桜
」
を
う
た
っ
て
、
越
中
の
春
の
桜
を
う
た
う
こ
と
が

し
き
り
で
あ
る
。
こ
の
桜
花
は
家
持
が
越
中
赴
任
後
、
最
初
に
う
た
っ
た
花
で

あ
り
、
梅
や
橘
や
な
で
し
こ
と
異
な
り
、
越
中
赴
任
ま
で
の
平
城
や
恭
仁
の
生

活
の
中
で
は
う
た
わ
な
か
っ
た
花
で
あ
る
。
そ
れ
を
越
中
の
春
に
く
り
返
し
う

燎
”
摯
た
¨
梓
Ｆ
動
姓
れ
“
劃
塔
漱
“
詢
雛
幣
か
ら
推
し
て
、
家
持
の
都
を
思

難
波
に
於
て
も
、
家
持
が
具
体
的
に
う
た
う
花
は
桜
を
措
い
て
他
に
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え

「陳
私
拙
懐
歌
」
で

「桜
花
今
盛
り
な
り
」
（四
三
六
一
）と
う
た
い
、

二
月
十
七
日
の
独
詠
歌
三
首
中
の
第

一
首
④
に
於
て
龍
田
山
の
桜
を

「桜
花
散

り
か
過
ぎ
な
む
」
と
く
り
返
し
う
た
う
背
景
に
、
越
中
で
の
桜
花
に
託
し
た
思

い
を
重
ね
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
越
中
で
は
、
い
ず
れ
も
咲
き
揃
う

桜
花
を
詠
ん
で
い
た
が
、
難
波
の
④
で
は
、
龍
田
の
桜
の
散
り
過
ぎ
る
こ
と
を

借
し
ん
で
い
る
。
こ
の
難
波
と
い
う
地
に
於
け
る
少
々
の
改
変
の
中
に
、
天
平

四
年
に
虫
麻
呂
が
う
た
っ
た

「龍
田
の
桜
の
散
り
」
の
影
響
が
考
え
ら
れ
は
じ

な
い
だ
ろ
う
か
。

一ハ

龍
田
山
と
同
じ
日
に
う
た
わ
れ
た
⑤
の
堀
江
の
周
辺
に
も
同
様
の
傾
向
が
認

め
ら
れ
る
。　
一
般
に
、
越
中
に
於
て
福
麻
呂
の
伝
誦
し
た
難
波
堀
江
の
歌

（③

ｌ
⑫
）
を
は
じ
め
、

さ
夜
ふ
け
て
堀
江
漕
ぐ
な
る
松
浦
舟
梶
の
音
高
し
水
脈
速
み
か
も

（
一
一
四
三
）

松
浦
舟
騒
く
堀
江
の
水
脈
速
み
梶
取
る
間
な
く
思
ほ
ゆ
る
か
も

葦
刈
に
堀
江
漕
ぐ
な
る
梶
の
音
は
大
宮
人
の
皆
聞
く
ま
で
に

（
三
一
七
三
）

（
四
四
五
九
）

の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
堀
江
と
い
え
ば
堀
江
を
漕
ぐ
舟
が
う
た
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
。

家
持
の
場
合
も
、
六
首
の
堀
江
の
歌
の
中
、
①
ど
③

。
⑦

。
③
の
五
首
は
堀

江
を
漕
ぐ
舟
が
題
材
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
独
詠
歌
第
二
首
日
の
⑤
の
堀
江
の

み
は
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
同
時
の
独
詠
歌
④
の
龍
日
の
桜
に
類
似
し
た
傾

向
を
示
す
。
す
な
わ
ち
⑤
の
堀
江
で
は
う
ち
寄
せ
る

「
こ
つ
み
」
が
う
た
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
題
材
の
相
違
は
当
然
表
現
の
相
違
に
も
及
ん
で
、
堀
江
の

舟
を
う
た
う
場
合
に
は
、
福
麻
呂
の
紹
介
す
る
①
の

「堀
江
よ
り
水
脈
引
き
し

つ
つ
」
や
、
家
持
自
身
の
③
の

「堀
江
よ
り
水
脈
引
き
し
つ
つ
」
及
び
②
の
「堀

江
よ
り
水
脈
訴
る
」
が
示
す
よ
う
に
、
「堀
江
よ
り
」
と
い
う
表
現
は
、す
べ
て

「水
脈
」
と
結
び
つ
き
う
た
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
つ
み
を

う
た
う
⑤
の
独
詠
歌
に
於
て
は
、
「堀
江
よ
り
」
が

「朝
潮
満
ち
に
寄
る
こ
つ

み
」
と
独
自
の
結
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
。
難
波
潟
潮
干
の
景
を
避
け
た
選
択

意
識
が
こ
こ
に
も
表
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
家
持
が
越
中
で
く
り
返
し
用
い
た

潮
満
ち
の
描
写
、
た
と
え
ば

「満
ち
来
る
潮
の
」
の
類
の
表
現
を
せ
ず
、
「朝
潮

満
ち
に
」
と
う
た
う
と
こ
ろ
に
表
現
の
工
夫
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
上
、
潮
満
ち
の
語
の
用
例
は
万
葉
集
中
ご
く
わ
ず
か
で
、
天
平
二
年
大



伴
卿
の
保
従
某
が
う
た
っ
た
、

荒
津
の
海
　
潮
干
潮
満
ち
　
時
は
あ
れ
ど
…
…

（
三
八
九

一
）

と
、
高
橋
虫
麻
呂
の
常
陸
国
で
の
詠
、

…
…
夕
潮
の
　
満
ち
の
と
ど
み
に
　
み
舟
子
を
　
率
ひ
立
て
て
…
…

２

七
八
〇
）

と
に
、
そ
れ
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
数
少
な
い
表
現
の
中
で
、家
持
の
「朝

潮
満
ち
に
」
と
虫
麻
呂
の

「
夕
潮
の
満
ち
の
と
ど
み
に
」
と
の
間
に
は
、
④
の

龍
田
山
の
桜
と
同
様
に
虫
麻
呂
歌
の
家
持
歌
へ
の
影
響
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ

２つ
。独

詠
歌
の
第
三
首
目
の
⑥
の
歌
に
も
、
構
想
や
こ
と
ば
と
い
う
点
で
同
じ
傾

向
が
あ
る
。
家
持
が
海
辺
に
於
て

「海
人
娘
子
」
を
う
た
う
こ
と
を
避
け
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
が
、
⑥
の
題
詞
中
に
見

る

こ
と
ば

「江
南
の
美
女
」
は
、
そ
の
対
極
に
あ
る
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。

家
持
が
第

一
首
目
の
④
で
桜
の
散
る
美
を
う
た
い
、
第
二
首
目
の
⑤
で
堀
江

に
寄
せ
る
こ
つ
み
の
背
後
に
玉
貝
を
願

っ
た
心
は
、
す
べ
て
都
を
思
う
心
の
表

れ
で
あ

っ
た
。
そ
の
心
か
ら
異
風
土
の
中
に
海
人
娘
子
の
存
在
を
思
う

一
般
的

，な憧
れ
で
は
な
く
、
唐
風
の
香
り
を
帯
び
た
都
風
の

「江
南
の
美
女
」
を
積
極

的
に
想
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
す
な
わ
ち
好
風
の
中
に
積
極

的
に
女
人
の
姿
を
想
定
す
る
点
で
、
虫
床
呂
と
家
持
と
に
通
う
も
の
が
あ
る
。

詳
述
す
れ
ば
、
都
か
ら
摂
津
や
上
総
あ
る
い
は
常
陸
の
海
辺
に
旅
を
し
た
虫

麻
呂
も
ま
た
、
ま

っ
た
く
海
人
娘
子
を
う
た
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
そ
の
土
地
の
伝

説
の
娘
子
、
た
と
え
ば
菟
原
処
女
や
真
間
の
手
児
名
を
美
化
し
て
う
た
い
、
我

が
遠
妻
を
手
綱
の
浜
の
景
の
中
に
仮
想
し
た
。　
一
方
、
家
持
は
、
か
ね
て
福
麻

呂
か
ら
伝
え
聞
い
て
い
た
堀
江
の
傍
に
、
都
風
の
女
性
を
積
極
的
に
美
化
し
て

う
た
う
。
こ
の
構
想
に
類
似
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
家
持
の
難
波
を
代
表
す
る
龍
田
山
や
堀
江
と
い
う
風
土
を
含
む
二
月

十
七
日
の
独
詠
歌
三
首

（④
と
③
）
は
、
防
人
た
ち
が
東
の
家
を
思
う
よ
う
に
、

防
人
歌
蒐
集
の
傍
ら
家
持
自
身
の
防
人
関
係
の
政
務
を
離
れ
た
都
人
と
し
て
の

都
を
思
う
心
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
二
月
九
日
の
直
接
防
人
を
テ
ー
マ
に
し
た

独
詠
三
首
や
①
と
③
の
必
ず
堀
江
を
う
た
う
独
詠
三
首
に
く
ら
べ
て
、
④
ｌ
⑥

は
三
首
と
も
に
違

っ
た
素
材
を
う
た
っ
て
い
る
が
、
か
え
っ
て
三
首
の
総
合
の

中
に
望
郷
の
思
い
が
強
く
表
れ
て
お
り
、
ま
た
家
持
独
自
の
難
波
風
土
に
対
す

る
意
識
が
も

っ
と
も
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
歌
群
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ

の
独
自
の
風
土
の
背
後
に
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
ば
や
発
想
の
拠
り
所
と
し
て
、

高
橋
虫
麻
呂
の
歌
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
歌
群
で
も
あ
る
。

七

一
連
の
三
首
す
べ
て
に
虫
麻
呂
歌
の
影
響
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う

点
で
、
家
持
越
中
守
時
代
、
天
平
勝
宝
二
年
三
月
三
日
作
の
三
首
が
あ
げ
ら
れ

スつ。⑭
　
今
日
の
為
と
思
ひ
て
標
め
し
あ
し
ひ
き
の
峰
の
上
の
桜
か
く
咲
き
に
け

（
四

一
五

一
）

⑮
　
奥
山
の
八
つ
峰
の
椿
つ
ば
ら
か
に
今
日
は
暮
ら
さ
ね
ま
す
ら
を
の
伴

（
四

一
五

二
）

⑩
　
漢
人
も
筏
浮
か
べ
て
遊
ぶ
と
ふ
今
日
そ
我
が
背
子
花
綬
せ
な（

四

一
五

三

）

ま
ず
⑭
で
は
既
述
の
如
く

「峰
の
上
の
桜
」
と
い
う
表
現
が
、
虫
麻
呂
の

「峰

の
上
の
桜
の
花
は
」
貧

七
五
一
）以
外
に
他
に
類
例
の
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
次
い
で
⑮
で
は

「
つ
ば
ら
か
に
」
が
、
虫
麻
呂
筑
波
歌
の

「国
の
ま
ほ
ら

を
つ
ば
ら
か
に
示
し
た
ま
へ
ば
」
盆

七
五
三
）
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と



ば
で
あ
る
。
さ
ら
に
⑩
で
は

「花
綬
せ
な
」
の
願
望
表
現
に
見
る

「
せ
な
」
の

形
が
、
や
は
り
虫
麻
呂
龍
田
歌
の

「名
に
負
へ
る
社
に
風
祭
せ
な

「
（
一
七
五

一
）
の

「
風
祭
せ
な
」
に
の
み
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
と
い
う
よ
う
に
家
持

の
⑭
ｌ
⑩
の
三
首
す
べ
て
が
、
家
持
と
虫
麻
呂
以
外
に
は
用
い
な
い
表
現
を
有

し
て
い
る
点
に
、
虫
麻
呂
歌
の
家
持
歌
へ
の
影
響
を
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
の
三
首

一
群
の
、
い
わ
ば
直
線
的
な
虫
麻
呂
の
こ
と
ば
の
受
容
に
く
ら
べ

る
と
、
先
の
難
波
に
於
け
る
独
詠
歌
三
首

（④
ど
⑥
）
が
、
い
か
に
虫
麻
呂
の

こ
と
ば
や
発
想
を
基
礎
と
し
て
難
波
堀
江
の
風
土
を
巧
み
に
取
り
入
れ
つ
つ
家

持
風
の
さ
ま
ざ
ま
な
改
変
を
試
み
て
い
る
か
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
難
波

の
個
々
の
状
況
ば
か
り
で
な
く
、
難
波
の
国
を
大
観
し
た
こ
と
ば
と
い
う
側
面

か
ら
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

難
波
滞
在
時
、
家
持
は
難
波
の
地
に
讃
意
を
表
し
て
、

「
お
し
照
る
難
波
の

国
に
」
（四
三
六
〇
）
、
「難
波
の
海
お
し
照
る
官
に
」
（四
三
六

一
）
と

「
お
し

照
る
難
波
」
を
く
り
返
し
、
金
村
や
赤
人
も
ま
た

「
お
し
照
る
難
波
」

（九
二

八

・
九
三
一こ

と
う
た
い
、
防
人
歌
に
於
て
も

「
お
し
照
る
や
難
波

の
津

よ

り
」
（四
三
六
五
）
の
表
現
を
見
、
難
波
と
い
え
ば

「
お
し
照
る
」
の
讃
を
こ
め

は

「
表

瑚
い
一
鰈
｝
わ
錦
げ
”
は
し
卍

」

絶

瓦

閾

押

グ

騨

な

一課

由

嚇

風
土
を
象
徴
的
に
と
ら
え
て

「
み
雪
降
る
越
」
（四
〇

一
一
・
四

一
一
三
）と
詠

出
し
た
よ
う
に
、
家
持
に
は
さ
ら
に

「葦
が
散
る
」
を
用
い
て
難
波
を
表
す
場

合
が
あ
る
。

…
…
葦
が
散
る
　
難
波
の
三
津
に
　
大
舟
に
　
ま
梶
し
じ
貫
き
…
…

（
四
三
三

一
）

海
原
の
豊
け
き
見
つ
つ
葦
が
散
る
難
波
に
年
は
経
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ

（
四
三
六

二
）

（四
三
九
八
）

脚計
聾
母
卸げ醒磁
尋
い
理
辱
獅
蜘
蝶
群
、葦岬

に
亙
っ
て
用
い
ら
れ
る

「葦
が
散
る
難
波
」
は
、
い
ず
れ
も
難
波
の
風
土
を
き

わ
め
て
象
徴
的
に
と
ら
え
て
お
り
、

「
み
雪
降
る
越
」
と
と
も
に
、
異
風
土
の

情
景
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
異
風
土
の
中
に
暮
ら
す
心
を
伝
え
る
こ
と
ば
と
い

え
よ
う
。

こ
の
難
波
の
地
を
確
か
に
と
ら
え
た

「葦
が
散
る
」
と
い
う
家
持
独
自
の
こ

と
ば
の
背
景
に
も
、
や
は
り
虫
麻
呂
の
こ
と
ば
の
影
響
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ

は
虫
麻
呂
の
用
い
る

「
尾
花
散
る
志
筑
の
田
居
」
盆

七
五
七
）
の
表
現
で
あ

っ

て
、
常
陸
国
に
赴
任
し
て
い
た
虫
麻
呂
が
、
筑
波
山
頂
か
ら
東
方
は
る
か
彼
方

の
国
庁
付
近
を
望
見
し
て
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「尾
花
散
る
」
も
観

念
の
所
産
で
あ

っ
て
、
当
時
の
筑
波
付
近
を
大
観
し
た
時
の
象
徴
的
風
土
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
晩
秋
の
景
の
中
で
旅
愁
を
抱
く
虫
麻
呂
の
心
が
投
影
さ
れ
て
い

る
。
と
す
れ
ば
、
「葦
が
散
る
」
と

「尾
花
散
る
」
と
は
、
春
二
月
の
難
波
に

於
て
桜
花
の
散
り
を
う
た
う
の
で
も
な
く
、
晩
秋
の
筑
波
付
近
の
黄
葉
の
散
り

を
う
た
う
の
で
も
な
く
、
い
ず
れ
も
表
面
的
な
美
の
飾
り
を
捨
て
て
、
葦
や
尾

花
の
揺
れ
を
そ
の
時
の
心
に
も

っ
と
も
即
し
た
も
の
と
し
て
う
た
う
点
に
、
深

く
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
単
に

「尾
花
散
る
」
と

「葦
が
散
る
」
と

い
う
語
句
の
形
の
類
似
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
先
の
夕
潮
満
ち
よ
り
朝
潮
満
ち
へ

の
改
変
に
似
通
う
工
夫
が
あ
る
。

ば利雄策端晴けれ颯̈
嚇時̈
姉競̈
黎晦̈
嘲」わ岬鋳】級̈
一崚つぇ　９



と
微
妙
な
形
を
と

っ
て
虫
麻
呂
歌
の
影
響
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヽ

越
中
よ
り
帰
国
後
約
三
年
を
経
て
兵
部
少
輔
に
任
命
さ
れ
、
新
た
な
異
風
土

で
あ
る
難
波
に
滞
在
し
た
家
持
は
、
防
人
た
ち
の
う
た
う
東
の
歌
と
接
す
る
機

会
を
持
つ
一
方
、
自
ら
の
望
郷
の
思
い
を
さ
ま
ざ
ま
に
う
た
っ
た
。
古
来
、
難

波
の
讃
歌
に
は
宮
廷
歌
人
た
ち
を
中
心
に

「
お
し
照
る
難
波
」
の
賑
い
が
う
た

わ
れ
、
ま
た
行
幸
従
駕
の
都
人
た
ち
を
中
心
に
難
波
潟
や
住
吉
の
岸
の
美
景
も

し
ば
し
ば
う
た
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
難
波
に
於
け
る
家
持
は
、
そ
れ
ら
の

讃
歌
や
叙
景
的
な
歌
の
風
土
と
離
れ
て
、
た
だ

「堀
江
」
に
視
点
を
据
え
て
難

波
を
う
た
っ
た
。
防
人
逓
送
の
任
務
に
携
わ
る
家
持
の
、
日
頃
親
し
い
難
波
の

風
土
は
舟
の
出
入
で
賑
う
堀
江
付
近
で
あ
り
、
し
か
も
か
ね
て
か
ら
福
麻
呂
を

通
し
て
堀
江
に
は
興
味
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
家
持
が
、
越
中
に
於
て
身
近
な

射
水
川
や
奈
呉
や
渋
鉛
を
く
り
返
し
う
た
っ
た
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら

「堀
江
」

を
う
た
い
、
都
を
し
の
ん
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
家
持
の
難
波
は
堀
江
に
尽
き
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、

中
で
も
天
平
勝
宝
七
歳
二
月
十
七
日
の
堀
江
を
中
心
に
し
た
独
詠
歌
三
首

（④

ｌ
⑥
）
に
は
、
家
持
の
風
土
に
対
す
る
選
択
意
識
が
も

っ
と
も
強
く
表
出
さ
れ

て
お
り
、
難
波
に
於
け
る
家
持
の
表
現
工
夫
の
背
景
に
あ
る
虫
麻
呂
の
影
響
が

も

っ
と
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
歌
の
優
劣
は
さ
て
置
き
、
風
土
と
い
う
面
で

は
、
越
中
に
劣
ら
ず
難
波
も
ま
た
、
家
持
歌
に
と

っ
て
意
義
あ
る
土
地
で
あ
る
。

本
稿
の
骨
子
は
昭
和
五
十
八
年
五
月
二
十
九
日
、
上
代
文
学
会
全
国
大
会
（於
高
岡
市
）

に
於
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

一鰤
）

拙
稿

「大
伴
家
持
の
風
土
一

。
序
説
」

『武
庫
川
国
文
』
第
障
号
　
　
　
　
　
　
１。

（２
）

難
波
潟
に
は
他
に
、　
一
四
五
三
、
三
一
七
一
、
四
三
五
五
歌
の
詠
が
あ
る
。

（３
）

拙
稿

「久
慈
川
は
幸
く
あ
り
待
て
」

『
上
代
文
学
』
第
Ｂ
号

（４
）

渋
鉛
の
自
波
三
九
八
五
。
三
九
八
六
。
三
九
九
一
、
奈
呉
の
白
波
三
九
九
〇

・

四
〇
〇
六
・
四
二
一
三
、
布
勢
水
海
の
自
波
三
九
九
二
・
四
一
八
七
、
英
遠
の
自

波
四
〇
九
三
。

（５
）

針
原
孝
之
氏

「表
現
の
特
色
」

『大
伴
家
持
研
究
序
説
』
（桜
楓
社
）
に
は
、
景

物
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分
類
が
あ
る
。

（６
）

尾
崎
暢
狭
氏

「し
な
ざ
か
る
越
」

『大
伴
家
持
論
改
』
盆
ヱ
間
書
院
）

（７
）

風
巻
景
次
郎
氏

「葦
が
散
る
難
波
」

「万
葉
」
第
１３
号

（８
）

大
越
寛
文
氏

『大
伴
家
持
の
類
歌
類
句
』
（私
家
版
）武

庫
川
女
子
大
学
教
授

清
原
　
和
義
著
　
　
万
葉
の
歌
　
１

人
と
風
土
―
　
明
日
香

・
橿
原

明
日
香

・
橿
原
で
詠
ま
れ
た
万
葉
集
の
、
人
と
風
土
の
視
点
か
ら
考
察
し

た
書
。　
一
、
い
ざ
飛
鳥
へ
　
一
一、
飛
鳥
古
宮
―
飛
鳥
の
建
造
物
　
一二
、
飛
鳥

古
宮
―
飛
鳥
の
山
野
　
四
、
飛
鳥
を
め
ぐ

っ
て
　
五
、
大
和
三
山
　
一ハ
、
藤

原
京
　
七
、
藤
原
京
か
ら

口
絵
と
挿
絵
の
写
真
豊
富
、
巻
末
に
参
考
文
献

・
万
葉
地
名
案
内

・
引
用

歌
索
引
を
付
す
。
（
Ｂ
６
版
　
一
〓
一一人
頁
　
六
〇
年

一
一
月
刊
　
保
育
社

一
四
〇
〇
円
）


