
論

文

弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て

︱
︱
詠
ま
れ
て
い
る
物
か
ら
︱
︱

武

田

春

子

〔
抄

録
〕

弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
詠
ま
れ
て
い
る
物

か
ら
贈
答
歌
の
詠
ま
れ
た
時
期
を
推
測
す
る
︑
あ
る
い
は
現
体
制
に
不
満
を

持
つ
弓
削
皇
子
が
昔
を
懐
か
し
む
気
持
を
詠
ん
だ
歌
を
額
田
王
に
送
り
︑
そ

れ
を
読
み
取
っ
た
額
田
王
が
弓
削
皇
子
に
答
え
た
と
い
う
解
釈
が
さ
れ
︑
そ

こ
に
短
命
で
薨
去
し
た
弓
削
皇
子
の
人
生
を
重
ね
た
上
で
︑
弓
削
皇
子
の
歌

に
﹁
切
な
さ
﹂
・
﹁
儚
さ
﹂
・
﹁
無
常
観
﹂
と
い
う
特
徴
付
け
が
従
来
さ
れ
て
い

る
が
︑
そ
れ
は
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
当
該
論
文
に
お
い
て
は
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
を
中
心
に

そ
れ
以
外
の
読
ま
れ
て
い
る
物
に
も
着
目
し
て
考
慮
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
︒

キ
ー
ワ
ー
ド

ほ
と
と
ぎ
す
︑
弓
絃
葉
︑
禅
譲
︑
松
︑
相
聞

序

吉
野
の
宮
に
幸
し
た
ま
ひ
し
時
に
︑
弓
削
皇
子
の
︑
額
田
王
に
贈
り
与
へ
し

歌
一
首

古
に
恋
ふ
る
鳥
か
も
ゆ
ず
る
は
の
御
井
の
上
よ
り
鳴
き
渡
り
行
く

(巻
二
・
一
一
一
)

額
田
王
の
和
し
奉
り
し
歌
一
首

倭
の
京
よ
り
進
り
入
れ
た
り

古
に
恋
ふ
ら
む
鳥
は
ほ
と
と
ぎ
す
け
だ
し
や
鳴
き
し
我
が
思
へ
る
ご
と

(巻
二
・
一
一
二
)

吉
野
よ
り
蘿
生
ひ
た
る
松
の
柯
を
折
り
取
り
て
遣
は
し
し
時
に
︑
額
田
王
の

奉
り
入
れ
し
歌
一
首

み
吉
野
の
玉
松
が
枝
は
愛
し
き
か
も
君
が
み
言
を
持
ち
て
通
は
く

(巻
二
・
一
一
三
)

こ
の
贈
答
歌
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
巻
二
の
持
統
天
皇
の
時
代
に
詠
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
は
当
時
の
持
統
天
皇
の
治
世
︑
特
に
皇
位
継
承
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の
情
勢
を
踏
ま
え
て
﹁
天
武
天
皇
の
治
世
を
懐
か
し
む
﹂
と
い
う
思
い
を
共
有
し

た
贈
答
歌
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
こ
か
ら
弓
削
皇
子
の
歌
と
生
涯
を
関
連
さ
せ
る
と

い
う
論(1
)が

発
表
さ
れ
て
以
降
様
々
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
近
年

は
そ
の
様
な
意
味
で
詠
ま
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
捉
え
様
に
よ
っ
て
は
天
武
天
皇
を

貶
め
る
部
分
も
見
受
け
ら
れ
る
点
も
含
ま
れ
る
為
に
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
双
方

の
知
識
を
元
と
し
た
謎
掛
け
あ
る
い
は
言
語
遊
戯
と
い
う
論(2
)も

発
表
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
根
底
に
あ
る
物
と
し
て
先
行
研
究
で
一
番
着
目
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
弓
削

皇
子
が
詠
ん
だ
歌
に
あ
る
﹁
鳥
﹂
で
あ
り
︑
額
田
王
が
詠
ん
だ
歌
に
あ
る
﹁
ほ
と

と
ぎ
す
﹂
な
の
で
あ
る
が
︑
逆
に
言
え
ば
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
以
外
の
物
は
あ
ま
り

着
目
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
お
い
て
詠
ま
れ

て
い
る
物
に
着
目
し
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

第
一
章

歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
に
つ
い
て

題
詞
か
ら
順
を
追
う
と
︑
持
統
天
皇
が
吉
野
宮
に
行
幸
し
た
際
に
弓
削
皇
子
が

供
奉
し
て
お
り
︑
額
田
王
は
供
奉
せ
ず
倭
の
京
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
い
え
る

の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
倭
の
京
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
飛
鳥
浄
御
原
宮
あ
る
い
は

藤
原
宮
か
は
歌
の
詠
ま
れ
た
時
期
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
吉

野
宮
に
滞
在
し
て
い
る
弓
削
皇
子
と
額
田
王
が
一
連
の
や
り
取
り
を
行
う
為
に
は

そ
れ
が
飛
鳥
浄
御
原
宮
あ
る
い
は
藤
原
宮
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
全
て
可
能
で
あ

る
日
数
が
必
要
に
な
る
︒
な
お
︑
持
統
天
皇
が
在
位
中
に
吉
野
に
行
幸
し
た
回
数

は
合
計
三
十
一
回
に
も
上
る
が
︑
そ
の
中
か
ら
滞
在
し
て
い
た
日
数
並
び
に
贈
答

歌
中
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
物
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
︒

ま
ず
︑
滞
在
し
て
い
た
日
数
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
下
記
の
条
件
を

満
た
す
必
要
が
あ
る
の
で
挙
げ
て
み
た
い
︒

①
弓
削
皇
子
か
ら
額
田
王
へ
の
贈
答
歌

②
額
田
王
の
弓
削
皇
子
へ
の
応
答
歌

③
弓
削
皇
子
か
ら
額
田
王
へ
蘿
が
生
え
た
松
の
枝
を
贈
る

④
額
田
王
の
弓
削
皇
子
へ
の
応
答
歌

以
上
の
条
件
を
満
た
す
に
は
︑
吉
野
宮
か
ら
倭
の
京
を
二
往
復
す
る
日
数
が
最

低
で
も
必
要
と
な
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑
弓
削
皇
子
の
歌
に
﹁
ゆ
ず
る
は
﹂
が
額

田
王
の
歌
に
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
が
︑
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
︒こ

れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
︑
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
の
は
初
夏
で
あ
る
こ
と
か

ら
︑
初
夏
の
頃
に
贈
答
歌
が
詠
ま
れ
た
と
す
る
先
行
研
究
は
多
い
の
で
あ
る
が(3
)ゆ

ず
る
は

(以
下
﹃
万
葉
集
﹄
原
文
に
則
し
弓
絃
葉
と
記
す
)
に
つ
い
て
は
︑
時
期

に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
先
行
研
究
は
無
い
が
︑
そ
の
特
徴
に
よ
る
と
春

に
花
が
咲
き
初
夏
に
新
旧
の
葉
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
か
ら(4
)考

慮
す
る
と
︑
初
夏
の

吉
野
に
お
い
て
弓
絃
葉
の
状
態
に
つ
い
て
着
目
す
る
機
会
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
︑
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
は
初
夏
と

確
定
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
に
お
い
て
夏

期
は
四
月
か
ら
六
月
ま
で
で
あ
る
為
︑
贈
答
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
何
時
か
と
い
う

候
補
を
﹃
日
本
書
紀
﹄
か
ら
挙
げ
て
み
た
い
︒
な
お
︑
持
統
朝
夏
期
に
お
け
る
吉

野
宮
へ
の
行
幸
で
あ
る
が
︑
合
計
三
十
一
回
の
行
幸
の
内
︑
九
回
が
該
当
す
る
の

弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て

(武
田
春
子
)
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で
挙
げ
て
み
た
い
︒

①
持
統
四
年
五
月
三
日
～
帰
京
日
不
明

②
持
統
五
年
四
月
十
六
日
～
二
十
二
日

③
持
統
六
年
五
月
十
二
日
～
十
六
日

④
持
統
七
年
五
月
一
日
～
七
日

⑤
持
統
八
年
四
月
七
日
～
帰
京
日
不
明

⑥
持
統
九
年
六
月
十
八
日
～
二
十
六
日

⑦
持
統
十
年
四
月
二
十
八
日
～
五
月
四
日

⑧
持
統
十
年
六
月
十
八
日
～
二
十
六
日

⑨
持
統
十
一
年
四
月
七
日
～
十
四
日

持
統
朝
は
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
並
び
に
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
よ
る
と
持
統
十
一
年
七

月
末
日
ま
で
の
為
︑
こ
の
九
回
の
間
に
贈
答
歌
が
詠
ま
れ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
︒
先
行
研
究
等
に
よ
る
と
︑
契
沖
の
﹃
萬
葉
代
匠
記
﹄・
山
田
孝
雄
の
﹃
万
葉

集
講
義
﹄
︑
ま
た
︑
﹃
万
葉
集
講
義
﹄
を
引
用
し
た
も
の
と
し
て
は
﹃
新
日
本
古
典

文
学
大
系

萬
葉
集
一(5
)﹄

・
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

萬
葉
集
①(6
)﹄

が
︑
①
・

②
の
行
幸
時
︑
身
崎
壽
氏
が
④
の
行
幸
時(7
)︑

伊
藤
博
氏
の
﹃
萬
葉
集
釋
注
﹄
等(8
)が

仮
定
で
は
あ
る
が
④
の
行
幸
時
︑
川
上
富
吉
氏(9
)・

木
村
千
恵
子
氏(10
)が

⑨
の
行
幸
時

と
の
説
を
挙
げ
て
い
る
︒
ど
の
説
に
お
い
て
も
︑
時
期
・
日
程
共
に
納
得
出
来
る

の
で
あ
る
が
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
双
方
の
﹁
社
会
的
立
場
﹂
も
含
め
て
考
慮
す

る
と
︑
個
人
的
に
は
④
～
⑨
は
該
当
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
で
は
﹁
社
会
的
立
場
﹂
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
及

び
﹃
懐
風
藻
﹄
の
記
述
を
挙
げ
て
み
た
い
︒

『日
本
書
紀
﹄
及
び
﹃
懐
風
藻
﹄
の
記
述

『日
本
書
紀
﹄

巻
第
三
十

高
天
原
広
野
姫
天
皇

持
統
天
皇

七
年
春
正
月
辛
卯
朔
壬
辰
︑
以
浄
広
壱
皇
子
髙
市
︑
浄
広
弐
授
皇
子
長
与
皇

子
弓
削
︒

九
年
春
正
月
庚
辰
朔
甲
甲
︑
以
浄
広
弐
授
皇
子
舎
人
︒

『懐
風
藻
﹄

葛
野
王
︒
二
首
︒

(前
略
)
王
子
進
奏
曰
︒
我
国
家
為
法
也
︒
神
代
以
来
︒
子
孫
相
承
以
襲
天

位
︒
若
兄
弟
相
及
則
乱
従
此
興
︒
仰
論
天
心
︒
誰
能
敢
測
︒
然
嗣
自
然
定
矣
︒

此
外
誰
敢
間
然
乎
︒
弓
削
皇
子
在
座
︒
欲
有
言
︒
王
子
叱
之
︒
乃
止
︒
(後

略
)

ま
ず
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
記
述
に
よ
る
と
︑
持
統
七
年
正
月
に
実
兄
で
あ
る
長
皇

子
と
共
に
浄
広
弐
の
叙
位
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
自
身
の
将
来
に
お
い
て
仮

に
多
少
の
不
安
感
等
を
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
︑
現
実
に
は
叙
位
を
さ
れ
て
い
る

為
︑
弓
削
皇
子
が
詠
ん
だ
歌
の
特
徴
と
同
一
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
人
生
の
﹁
切
な

さ
﹂﹁
儚
さ
﹂・﹁
無
常
観
﹂
と
い
っ
た
観
念
を
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
持
ち
得
な

い
で
あ
ろ
う
と
想
定
出
来
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
持
統
七
年
正
月
以
降
︑
時
期

に
差
異
は
あ
る
が
天
武
天
皇
出
生
の
髙
市
皇
子
・
舎
人
皇
子
も
︑
叙
位
を
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
現
実
に
は
自
身
の
将
来
に
︑
一
切
希
望
が
持
て
な
い
と
い
う
様
な
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こ
と
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
様
な
状
況
下
で
は
﹁
古
に
恋
ふ
る

鳥
か
も
﹂
と
は
詠
ま
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
む
し
ろ
︑
希
望
が
持
て
な
い

と
想
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
﹃
日
本
書
紀
﹄
及
び
﹃
懐
風
藻
﹄
の
記
述
に
よ
る
と
︑

持
統
十
年
七
月
十
日
に
太
政
大
臣
で
あ
る
高
市
皇
子
が
薨
去
し
︑
そ
の
後
皇
太
子

を
決
定
す
る
為
の
会
議
で
額
田
王
の
孫
の
葛
野
王
が
﹁
天
皇
位
は
子
孫
直
系
で
あ

り
︑
兄
弟
間
だ
と
争
い
が
起
こ
る
﹂
と
意
見
を
し
︑
そ
れ
に
唯
一
人
反
論
し
よ
う

と
し
た
の
が
弓
削
皇
子
な
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
葛
野
王
に
妨
げ
ら
れ
て
失
敗
し

そ
の
結
果
と
し
て
︑
軽
皇
子

(
持
統
天
皇
の
孫
)
が
皇
太
子
に
決
定
し
︑
葛
野
王

は
持
統
天
皇
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
が
︑﹁
社
会
的
立
場
﹂
に
該
当
す
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
︒

以
上
の
﹁
社
会
的
立
場
﹂
を
考
慮
す
る
と
︑
弓
削
皇
子
と
兄
の
長
皇
子
が
持
統

七
年
正
月
に
叙
位
を
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
後
も
異
母
兄
弟
の
舎
人
皇
子
の
叙
位
と

い
う
社
会
的
地
位
が
得
ら
れ
た
こ
と
並
び
に
︑
高
市
皇
子
が
薨
去
し
た
持
統
十
年

七
月
十
日
以
降
に
︑
皇
太
子
決
定
の
座
に
お
い
て
対
立
状
態
と
な
っ
た
葛
野
王
の

祖
母
で
あ
る
額
田
王
に
﹁
古
に
恋
ふ
る
鳥
か
も
﹂
と
い
う
感
情
の
共
有
を
求
め
る

歌
を
詠
む
こ
と
も
︑
ま
た
額
田
王
も
弓
削
皇
子
の
感
情
を
理
解
し
﹁
我
が
お
も
へ

る
ご
と
﹂
と
詠
ん
で
返
答
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
よ
っ

て
︑
④
～
⑨
の
間
に
贈
答
歌
は
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
と
本
稿
に
お
い
て
は
考
慮

し
た
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
①
に
つ
い
て
も
︑
滞
在
日
数
が
不
明
な
為
︑
吉
野
宮

か
ら
倭
の
京
を
二
往
復
す
る
日
数
が
計
算
不
可
で
あ
る
こ
と
か
ら
除
外
す
る
こ
と

と
し
た
い
︒
従
っ
て
︑
②
・
③
の
時
期
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
考
慮
出
来
る
の
で

あ
る
が
︑
そ
う
な
る
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
記
載
に
も
あ
る
様
に
﹁
倭
の
京
﹂
は
飛

鳥
浄
御
原
宮
を
指
す
こ
と
に
な
り(11
)︑

そ
こ
か
ら
吉
野
宮
ま
で
二
往
復
す
る
と
な
る

と
︑
③
で
は
合
計
四
日
の
滞
在
で
あ
る
為
︑
日
程
上
可
能
で
は
あ
る
が
︑
や
や
厳

し
い
と
も
い
え
る
の
で
本
稿
に
お
い
て
は
②
を
消
極
的
で
は
あ
る
が
︑
贈
答
歌
が

詠
ま
れ
た
時
期
と
し
た
い
の
で
あ
る
︒

第
二
章

詠
ま
れ
て
い
る
物
に
つ
い
て

1
．

望
帝
の
故
事
に
つ
い
て

︱
︱
ほ
と
と
ぎ
す
︱
︱

先
行
研
究
に
よ
る
と
︑
当
初
か
ら(12
)弓

削
皇
子
が
詠
ん
だ
鳥
と
は
蜀
の
望
帝
の
故

事
を
踏
ま
え
た
鳥
で
あ
り
︑
そ
れ
を
理
解
し
た
額
田
王
は
鳥
と
は
ほ
と
と
ぎ
す
だ

と
歌
に
詠
ん
だ
の
で
あ
る
が
︑
蜀
の
望
帝
の
故
事
に
つ
い
て
調
査
し
た
所
︑
六
例

が
確
認
さ
れ
た
の
で
挙
げ
て
み
た
い
︒

①
﹃
蜀
王
本
紀
﹄

望
帝
積
百
余
歳
︒
荊
有
一
人
名
鼈
霊
︒
其
尸
亡
去
︒
荊
人
求
之
不
得
︒
鼈
霊

尸
随
江
水
上
至
郫
︑
遂
活
︒
与
望
帝
相
見
︑
望
帝
以
鼈
霊
為
相
︒
時
玉
山
出

水
︑
若
堯
之
洪
水
︒
望
帝
不
能
治
︑
使
鼈
霊
決
玉
山
︑
民
得
安
処
︒
鼈
霊
治

水
去
後
︑
望
帝
与
其
妻
通
︒
慚
媿
︑
自
以
徳
薄
不
如
鼈
霊
︑
乃
委
国
授
之
而

去
︑
如
堯
之
禅
舜
︒
鼈
霊
即
位
︑
号
曰
開
明
帝
︒
帝
生
慮
保
︑
亦
号
開
明
︒

望
帝
去
時
︑
子
宏
鳴
︒
故
蜀
人
悲
子
宏
鳴
而
思
望
帝
︒
望
帝
杜
宇
也
︒
従
天

堕
︒

(紀
元
前
～
一
世
紀
)

②
﹃
蜀
史

(抄
)﹄
後
有
王
曰
杜
宇
︒
敎
民
務
農
︑
一
號
杜
主
︒
時
朱
提
有
梁
氏

女
利
︑
遊
江
原
︒
宇
悅
之
納
以
爲
妃
︒
移
治
郫
邑
︑
或
治
瞿
上
︒
七
國
稱
王
︑

杜
宇
稱
帝
︑
號
曰
望
帝
︑
更
名
蒲
卑
︒
自
以
功
德
高
諸
王
︒
乃
以
褒
斜
爲
前

門
︑
熊
耳
靈
關
爲
後
戸
︑
玉
壘
蛾
眉
爲
城
郭
︑
江
濳
綿
洛
爲
池
澤
︑
以
汶
山

弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て

(武
田
春
子
)

六
六



爲
牧
畜
︑
南
中
爲
園
苑
︒
會
有
水
災
︑
其
相
開
明
︑
決
玉
壘
山
以
除
水
害
︒

帝


委
以
政
事
︑
法
堯
舜
禪
授
之
義
︑


禪
位
於
開
明
︑
帝
升
西
山
隱
焉
︒

時
適
二
月
︑
子
鵑
鳥
鳴
︒
故
蜀
人
悲
子
鵑
鳥
鳴
也
︒
巴
亦
化
其
敎
而
力
農
務
︒

迄
今
巴
蜀
民
︑
農
時
先
祀
杜
主
君
︒
開
明
位
號
曰
叢
帝
︒
(後
略
)

(四
世
紀
)

③
﹃
後
漢
書
張
衡
列
傅
第
四
十
九
﹄

(
前
略
)
鼈
令
殪
而
尸
亡
兮
︑
取
蜀
禪
而
引
世
︒
(後
略
)

(四
世
紀
末
～
五
世
紀
)

④
﹃
後
漢
書
張
衡
列
傅
第
四
十
九
・
李
賢
注
﹄

鼈
令
︑
蜀
王
名
也
︒
令
音
靈
︒
殪
︑
死
也
︒
禪
︑
傅
位
也
︒
引
︑
長
也
︒
楊

雄
蜀
王
本
紀
曰
︑
荊
人
鼈
令
死
︒
其
尸
流
亡
︑
随
江
水
上
至
成
都
︑
見
蜀
王

杜
宇
︒
杜
宇
立
以
爲
相
︒
杜
宇
號
望
帝
︑
自
以
德
不
如
鼈
令
︑
以
其
國
禪
之
︑

號
開
明
帝
︒
下
至
五
代
︑
有
開
明
尙
︒
始
去
帝
號
︑
復
稱
王
也
︒

(四
世
紀
末
～
五
世
紀
)

⑤
﹃
蜀
都
賦
﹄

(
前
略
)
鳥
生
杜
宇
之
魄
︑
(
後
略
)

(六
世
紀
)

⑥
﹃
蜀
都
賦
・
注
釈
﹄

○
杜
宇

劉
注
所
引
の
﹃
蜀
記
﹄
に
﹁
昔
人
有
り
︒
姓
は
杜
︑
名
は
宇
︒
蜀

号
し
て
望
帝
と
曰
ふ
︒
宇
死
す
︒
俗
説
に
云
ふ
︑
宇
化
し
て
子
規
と
為
る
︒

子
規

(
ほ
と
と
ぎ
す
)
は
鳥
の
名
な
り
︒
蜀
の
人
子
規
の
鳴
く
を
聞
く
に
︑

皆
望
帝
と
曰
ふ
な
り
︒
﹂
と
あ
る
︒﹃
蜀
記
﹄
は
後
漢
の
李
膺

(り
よ
う
)
の

﹃
益
州
記
﹄
の
中
に
あ
る
と
い
う

(李
注
義
疏
・
六
世
紀
)

以
上
︑
こ
こ
ま
で
挙
げ
て
き
た
望
帝
の
故
事
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
何
種
か
の

類
型
が
あ
る
こ
と
が
い
え
る
の
で
︑
整
理
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
︒

⒈

蜀
の
国
王
で
あ
っ
た
望
帝
の
在
位
中
に
鼈
霊
の
死
体
が
長
江
を
流
れ
て
き
た

が
生
き
返
り
︑
望
帝
と
会
見
し
た
と
こ
ろ
︑
鼈
霊
は
宰
相
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
そ
の

頃
水
害
が
発
生
し
︑
鼈
霊
が
水
害
を
治
め
た
の
だ
が
︑
こ
の
こ
と
で
鼈
霊
が
留
守

に
し
た
際
に
鼈
霊
の
妻
と
望
帝
が
密
通
し
そ
の
こ
と
を
望
帝
が
恥
じ
た
こ
と
も
含

め
︑
政
治
を
鼈
霊
に
任
せ
︑
堯
が
舜
に
し
た
様
に
帝
位
の
禅
譲
を
行
い
︑
望
帝
は

立
ち
去
っ
た
︒
そ
の
時
︑
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
た
の
で
︑
ほ
と
と
ぎ
す
の
声

を
聞
く
と
︑
蜀
の
人
は
望
帝
を
思
い
出
し
悲
し
ん
だ
︒
一
方
︑
鼈
霊
は
即
位
し
開

明
帝
と
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
(①
)

⒉

①
の
内
容
か
ら
︑
鼈
霊
が
留
守
に
し
た
と
こ
ろ
︑
鼈
霊
の
妻
と
望
帝
が
密
通

し
そ
の
こ
と
を
望
帝
が
恥
じ
た
と
い
う
部
分
を
削
り
︑
且
つ
一
部
に
手
を
加
え
て

い
る
︒
加
え
た
内
容
と
は
︑
杜
宇
は
︑
蜀
の
人
に
農
業
を
教
え
︑
梁
氏
の
娘
で
あ

る
利
を
妃
と
し
た
︒
杜
宇
は
稱
帝
と
な
っ
た
が
︑
や
が
て
望
帝
と
名
乗
る
様
に

な
っ
た
︒
や
が
て
自
画
自
賛
を
行
う
様
に
な
り
︑
領
地
を
開
拓
し
た
が
た
び
た
び

水
害
が
起
こ
り
︑
宰
相
で
あ
る
開
明
が
水
害
を
除
き
始
め
た
為
︑
望
帝
は
政
治
を

開
明
に
任
せ
︑
堯
が
舜
に
し
た
様
に
帝
位
の
禅
譲
を
行
い
︑
望
帝
は
西
山
に
上
っ

て
崩
御
し
た
︒
時
は
二
月
で
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
季
節
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
蜀

の
人
は
望
帝
を
思
い
出
し
て
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
こ
と
を
悲
し
み
︑
一
方
他
国
で

あ
る
巴
国
も
望
帝
に
影
響
さ
れ
て
農
業
に
邁
進
し
た
の
で
︑
蜀
と
巴
の
人
は
農
業

を
始
め
る
季
節
に
杜
宇

(
望
帝
)
を
祭
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
(②
)

⒊

②
か
ら
︑
農
業
の
こ
と
を
削
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
(③
・
④
)

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)
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⒋

望
帝
の
魂
が
︑
ほ
と
と
ぎ
す
と
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
(⑤
・
⑥
)

な
お
︑
⑤
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
注
釈
で
あ
る
⑥
に
詳
し
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
⑥
に
あ
る
李
膺
の
﹃
益
州
記
﹄
は
︑
現
在
は
散
逸
し
て
お
り
原
本
で
の
確

認
は
不
可
で
あ
る
が
︑
李
膺
は
後
漢
時
代
の
人
物
で
あ
り
︑
先
に
挙
げ
た
﹃
後
漢

書
﹄
に
お
い
て
名
前
が
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
望
帝
の
故
事
に
お

い
て
︑
③
・
④
よ
り
後
の
時
代
で
は
︑
ほ
と
と
ぎ
す=

望
帝
と
い
う
説
が
い
え
る

の
だ
が
︑
こ
れ
は
﹃
文
選
﹄
だ
け
で
は
な
く
︑
他
の
漢
詩
に
お
い
て
も
確
認
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︒

望
帝
の
故
事
に
つ
い
て

︱
︱
追
記
︱
︱

⑦
﹃
擬
行
路
難
十
八
首

其
七
﹄
飽
照

愁
思
忽
而
至

跨
馬
北
出
門

挙
頭
四
顧
望

但
見
松
柏
園

荊
棘
鬱
蹲
蹲

中
有
一
鳥
名
杜
鵑

言
是
古
時
蜀
帝
魂

聲
音
哀
苦
鳴
不
息

羽
毛
憔
悴
似
人
髠

飛
走
樹
間
啄
蟲
蟻

豈
憶
往
日
天
子
尊

年
此
死
生
變
化
非
常
理

中
心
惻
愴
不
能
言

『擬
行
路
難
﹄
を
詠
ん
だ
飽
照
は
五
世
紀
の
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹃
文
選
﹄
よ

り
も
一
世
紀
古
く
望
帝
の
故
事
を
確
認
出
来
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
を
踏
ま

え
て
弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
は
成
立
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
弓

削
皇
子
と
額
田
王
が
持
つ
漢
詩
文
の
知
識
は
非
常
に
高
い
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ

る
が
︑
そ
れ
を
確
認
す
る
為
に
額
田
王
の
詠
ん
だ
歌
を
挙
げ
て
み
た
い
︒

額
田
王
の
︑
近
江
天
皇
を
思
ひ
て
作
り
し
歌
一
首

君
待
つ
と
我
が
恋
ひ
を
れ
ば
我
が
や
ど
の
簾
動
か
し
秋
の
風
吹
く

(巻
四
・
四
八
八
)

こ
の
歌
が
踏
ま
え
て
い
る
漢
詩
文
は
︑﹃
華
山
畿
﹄
と
﹃
文
選
﹄
に
お
い
て
確

認
出
来
︑﹃
玉
台
新
詠
﹄
巻
二
に
お
い
て
も
﹃
文
選
﹄
と
同
様
の
漢
詩
が
確
認
出

来
る
の
で
︑
順
に
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒

①
﹃
華
山
畿
・
華
山
畿
二
十
五
首
﹄

夜
相
思

風
吹
窗
簾
動

言
是
所
歓
來

(五
世
紀
)

②
﹃
文
選
・
情
詩
二
首
﹄

淸
風
動
帷
簾

晨
月
燭
幽
房

佳
人
處
遐
遠

弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て

(武
田
春
子
)
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蘭
室
無
容
光

襟
懷
擁
靈
景

輕
衾
覆
空
牀

居
歡
惜
夜
促

在
戚
怨
宵
長

拊
枕
獨
吟
歎

感
慨
心
内
傷

(六
世
紀
)

③
﹃
玉
台
新
詠
・
情
詩
五
首
﹄

其
三

淸
風
動
帷
簾

淸
風
動
帷
簾

晨
月
燭
幽
房

佳
人
處
遐
遠

蘭
室
無
容
光

衿
懷
擁
虡
景

輕
衾
覆
空
牀

居
歡
惜
夜
促

在
戚
怨
宵
長

撫
枕
獨
吟
歎

綿
綿
心
内
傷

(六
世
紀
)

こ
れ
ら
の
漢
詩
に
お
い
て
︑
風
が
簾
を
動
か
す
と
詠
ん
で
い
る
個
所
が
あ
る
が

(
傍
線
部
)
︑
額
田
王
の
歌
に
つ
い
て
も
そ
の
個
所
を
踏
ま
え
て
詠
ん
で
い
る
こ
と

が
い
え
る
為
︑
額
田
王
の
持
つ
漢
詩
文
の
知
識
は
高
い
こ
と
が
証
明
出
来
る
の
で

あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
弓
削
皇
子
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
︑﹁
古
に
恋
ふ
る
鳥
か

も
﹂
と
ほ
と
と
ぎ
す
を
仄
め
か
し
た
歌
を
額
田
王
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
弓

削
皇
子
が
持
つ
漢
詩
文
の
知
識
が
高
い
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
歌
で
ほ
と
と
ぎ
す
に
例
え
ら
れ
た
人
物
は
誰
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
だ
が
︑
そ
れ
は
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
両
方
が
知
っ
て
お
り
︑
且
つ
身
近

に
い
た
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
な
い
と
︑
二
人
の

年
代
差
を
超
え
て
感
情
の
共
有
を
可
能
と
す
る
贈
答
歌
の
や
り
取
り
は
困
難
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
︒
窪
田
空
穂
氏
の
﹃
萬
葉
集
評
釋

第
一
巻(13
)に

よ
る
と
︑
ほ
と
と

ぎ
す
に
重
ね
ら
れ
る
人
物
は
天
武
天
皇
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
も
う
一
人
該
当

す
る
人
物
と
し
て
弓
削
皇
子
の
祖
父
で
あ
り
額
田
王
と
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
天
智
天
皇
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
︑
弓
削
皇
子
が
誕
生
し
た
後
も
生
存
し
て
い

た
と
は
考
え
辛
い
為
︑
天
武
天
皇
で
良
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
中
国

(唐
な

ど
)
に
お
い
て
ほ
と
と
ぎ
す
は
︑﹃
荊
楚
歳
時
記(
14
)﹄・﹃

酉
陽
雑
俎(15
)﹄

な
ど
に
よ
る

と
﹃
荊
楚
歳
時
記
﹄
で
は
鳴
く
声
を
聞
く
者
は
離
別
を
主
る
︑
聞
く
者
不
祥
と
さ

れ
﹃
酉
陽
雑
俎
﹄
で
は
声
を
ま
ね
た
と
こ
ろ
︑
す
ぐ
さ
ま
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
さ

れ
双
方
に
お
い
て
不
吉
な
印
象
を
持
つ
鳥
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
ほ
と
と
ぎ
す

と
重
ね
ら
れ
る
蜀
の
望
帝
の
故
事
も
︑
有
能
で
あ
っ
た
が
水
害
を
治
め
る
こ
と
が

出
来
ず
に
代
理
で
宰
相
が
水
害
を
治
め
た
こ
と
に
加
え
︑
そ
の
為
宰
相
が
不
在
の

折
に
そ
の
妻
と
密
通
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
あ
ま
り
良
い
印
象
が
無
い
こ
と
が

い
え
る
為
︑
天
武
天
皇
の
息
子

(弓
削
皇
子
)
並
び
に
過
去
に
愛
さ
れ
て
皇
女
を

産
ん
だ
女
性

(額
田
王
)
で
あ
っ
て
も
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
神
と
称
え
ら
れ

た
天
武
天
皇
を
貶
め
る
様
な
歌
を
詠
ん
だ
と
な
る
と
︑
天
武
天
皇
の
皇
后
で
後
を

継
い
で
天
皇
と
な
っ
た
持
統
天
皇
に
天
武
天
皇
を
貶
め
ら
れ
た
と
疑
わ
れ
る
こ
と
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が
可
能
に
な
り
︑
そ
う
す
る
と
弓
削
皇
子
と
額
田
王
は
か
な
り
危
険
な
歌
を
詠
ん

だ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
月
野
文

子
氏(16
)も

同
様
の
こ
と
を
論
じ
て
お
り
︑
こ
の
点
に
関
し
て
は
同
意
を
し
た
い
の
で

あ
る
︒

だ
が
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
お
い
て
単
に
知
識
を
試
し
た
だ
け
と

す
る
に
は
︑
望
帝
の
故
事
を
例
と
し
て
挙
げ
る
だ
け
で
は
な
く
さ
ら
に
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
の
だ
が
︑
そ
れ
に
は
ほ
と
と
ぎ
す
に
重
ね
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
天
武

天
皇
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
天
武
天
皇
に
つ

い
て
で
あ
る
が
︑
先
述
し
て
い
る
が
神
と
称
え
る
歌
が
﹃
万
葉
集
﹄
に
詠
ま
れ
て

い
る
の
で
挙
げ
て
み
た
い
︒

壬
申
の
年
の
乱
の
平
定
し
て
以
後
の
歌
二
首

大
王
は
神
に
し
い
ま
せ
ば
赤
駒
の
腹
這
ふ
田
居
を
都
と
成
し
つ

(巻
十
九
・
四
二
六
〇
)

右
の
一
首
は
︑
大
将
軍
贈
右
大
臣
大
伴
卿
の
作
な
り
︒

大
王
は
神
に
し
い
ま
せ
ば
水
鳥
の
す
だ
く
水
沼
を
都
と
成
し
つ

(巻
十
九
・
四
二
六
一
)

作
者
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず

右
の
件
の
二
首
は
︑
天
平
勝
宝
四
年
二
月
二
日
に
聞
き
て
︑
即
ち
こ
こ
に
載

す
る
も
の
な
り
︒

こ
の
歌
が
証
明
す
る
様
に
︑
天
武
天
皇
は
壬
申
の
年
の
乱
後
︑
神
と
称
え
ら
れ

て
お
り
︑
そ
の
こ
と
は
息
子
で
あ
る
弓
削
皇
子
も
額
田
王
も
理
解
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
が
︑
あ
え
て
天
武
天
皇
を
ほ
と
と
ぎ
す
に
重
ね
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
︑
望
帝
の
業
績
を
再
度
確
認
し
て
み
る
と
︑
望
帝
が
鼈
霊
に
行
っ
た
行
為
で

堯
が
舜
に
し
た
様
に
と
記
さ
れ
て
い
る
帝
位
の
禅
譲
が
あ
る
が

(望
帝
の
故
事
に

つ
い
て

︱
ほ
と
と
ぎ
す
︱

引
用
①
・
②
・
④
)︑
帝
位
の
禅
譲
と
は
ど
の
様
な

行
為
な
の
で
あ
る
か
を
﹃
史
記
﹄
及
び
﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
挙
げ
て
み
た
い
︒

『史
記
﹄
及
び
﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
の
記
述

『史
記
﹄

五
帝
本
紀
第
一

堯
帝

(中
略
)
堯
立
七
十
年
得
舜
︒
二
十
年
而
老
︑
令
舜
攝
行
天
下
之
政
︑
薦
之

於
天
︒
堯
辟
位
凡
二
十
八
年
而
崩
︒

舜
帝

(中
略
)
舜
乃
豫
薦
禹
於
天
︒
十
七
年
而
崩
︒
三
年
喪
畢
︑
禹
亦
乃
讓
舜
子
︒

如
舜
讓
堯
子
︒
諸
侯
歸
之
︒
然
後
禹
賤
天
子
位
︒

『大
漢
和
辞
典
・
堯
・
舜
﹄

①
堯
⁝
古
の
聖
天
子
︒
陶
唐
氏
の
號
︒

②
舜
⁝
古
の
聖
天
子
の
名

『大
漢
和
辞
典
・
禅
譲
の
意
味
﹄

天
位
を
有
德
者
に
傅
へ
ゆ
づ
る
こ
と
︒
天
子
が
生
存
中
に
其
の
位
を
他
姓
に

ゆ
づ
る
こ
と
︒

弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て

(武
田
春
子
)

七
〇



禅
譲
と
は
︑
天
位
を
有
德
者
並
び
に
他
姓
の
人
物
に
譲
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ

れ
を
行
っ
た
天
子
と
し
て
代
表
と
さ
れ
て
い
る
の
が
先
に
挙
げ
た
古
代
中
国
の
皇

帝
で
あ
る
堯
・
舜
で
あ
り
︑
ま
た
︑
そ
の
治
世
に
お
い
て
も
堯
・
舜
は
共
に
政
治

を
安
定
さ
せ
︑
国
を
豊
か
に
し
人
民
に
愛
さ
れ
聖
天
子
と
称
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ

の
こ
と
か
ら
︑
堯
が
舜
に
し
た
様
に
禅
譲
を
行
っ
た
望
帝
も
︑
鼈
霊
の
才
能
を
理

解
し
て
い
た
聖
天
子
と
称
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ

う
考
え
る
と
︑
天
武
天
皇
を
望
帝
と
重
ね
て
も
天
武
天
皇=

聖
天
子
と
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
は
天
武
天
皇
を
貶
め
る
様
な
危
険
な
歌
を

詠
ん
だ
と
い
う
疑
い
を
掛
け
ら
れ
る
こ
と
は
無
く
︑
む
し
ろ
聖
天
子
と
称
え
て
い

る
こ
と
に
な
り
︑
持
統
天
皇
に
お
い
て
も
貶
め
ら
れ
た
と
疑
い
を
掛
け
る
こ
と
は

無
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
天
武
天
皇
と
禅
譲
に
関
係
す
る
点
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
一
文
を
挙
げ
て
み
た
い
︒

巻
第
二
十
七

天
命
開
別
天
皇

天
智
天
皇

庚
辰
︑
天
皇
疾
病
弥
留
︒
勅
喚
東
宮
︑
引
人
臥
内
︑
詔
曰
︑
朕
疾
甚
︒
以
後

時
事
後
屬
汝
︑
云
云
︒
(
巻
第
二
十
七
・
天
智
天
皇
十
年
十
月
十
七
日
)

巻
第
二
十
八

天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇

上

天
武
天
皇

天
皇
勅
東
宮
︑
授
鴻
業
︒
(
巻
第
二
十
八

天
武
天
皇
即
位
前
紀
)

以
上
の
様
に
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
お
い
て
は
天
智
天
皇
が
病
の
時
に
︑
病
床
で

天
武
天
皇
に
天
皇
位
を
譲
り
た
い
と
重
複
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
天

武
天
皇
は
天
智
天
皇
か
ら
禅
譲
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
天
武
天
皇
は
天
智
天
皇
か
ら
禅
譲
を
受
け
る
だ
け
の
聖
天
子
足

り
え
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
同
様
に
天
智
天
皇
も
禅
譲
が
行
え
る

聖
天
子
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
寺
西
貞
弘
氏
の
先
行
研
究
が

あ
る
が(17
)従

来
︑
天
武
天
皇
は
壬
申
の
乱
で
勝
利
し
た
後
皇
位
に
つ
い
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
禅
譲
と
は
無
縁
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
︑
先
述
し
た
が
﹃
日
本
書
紀
﹄
に

は
禅
譲
の
こ
と
が
巻
第
二
十
七
・
巻
第
二
十
八
と
重
複
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
当
時
の
皇
位
継
承
に
お
い
て
は
天
智
天
皇
か
ら
天
武
天
皇
へ
続
く
と

い
っ
た
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
事
実
︑
大
友
皇
子
が
弘
文
天
皇
と
し
て
正
式

に
即
位
が
認
め
ら
れ
た
の
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
︑
当
時
の
意
識
で

は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
識
は
弓
削
皇
子
並
び
に
額
田
王
も
当

然
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
季
節
的
な
こ
と
も
あ
る
が
︑
ほ
と
と
ぎ
す
を
歌
に
詠

み
同
様
に
初
夏
に
新
旧
の
葉
が
入
れ
替
わ
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
︑
禅
譲
と
い
う

行
為
に
相
応
し
い
植
物
と
し
て
弓
削
皇
子
は
弓
絃
葉
を
歌
に
詠
ん
だ
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
で
は
︑
弓
絃
葉
と
は
ど
の
様
な
植
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

2
．

弓
絃
葉
と
松

︱
︱
日
本
と
中
国
・
倭
と
唐
︱
︱

弓
絃
葉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
従
来
︑
初
夏
に
新
旧
の
葉
が
入
れ
替
わ
る
こ
と

か
ら
弓
削
皇
子
の
歌
並
び
に
弓
絃
葉
自
身
の
印
象
と
重
ね
て
無
常
観
を
感
じ
さ
せ

る
植
物
と
い
う
認
識
が
さ
れ
が
ち
で
あ
る
の
だ
が
︑
そ
の
特
徴
か
ら
禅
譲
と
い
う

行
為
を
意
識
さ
せ
る
の
に
相
応
し
い
植
物
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
先
述
し
た
︒

し
か
し
︑﹁
無
常
観
﹂
と
﹁
禅
譲
﹂
は
単
語
を
見
る
限
り
相
反
す
る
意
味
が
あ
る

と
も
い
え
る
の
で
︑
弓
絃
葉
に
つ
い
て
知
る
為
に
木
下
武
司
氏
の
著
書
で
あ
る

﹃
万
葉
植
物
文
化
史(17
)﹄

か
ら
引
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

七
一



ユ
ズ
リ
ハ
の
語
源
は
︑
﹁
譲
る
葉
﹂
に
由
来
し
︑
春
に
出
た
若
葉
が
大
き
く

な
る
初
夏
に
古
い
葉
が
落
ち
る
の
を
古
い
葉
が
新
し
い
葉
に
世
代
を
譲
る
と

見
立
て
た
と
い
わ
れ
る
︒
貝
原
益
軒
も
﹁
春
新
葉
生
ト
丶
ノ
ヒ
テ
後
舊
葉
ヲ

ツ
故
ニ
ユ
ツ
リ
ハ
ト
名
ツ
ク
﹂
と
述
べ
︑
同
じ
よ
う
な
語
源
を
記
述
し
て
い

る
︒
﹃
和
漢
三
才
圖
會
﹄
に
も
譲
葉
木
と
あ
り
︑
こ
れ
も
同
じ
語
源
に
基
づ

く
︒
実
は
︑
こ
れ
に
似
た
内
容
の
記
述
が
﹃
本
草
綱
目
﹄
の
楠
の
条
に
あ
り
︑

李
時
珍
は
﹁
歳
を
經
て
凋
ま
ず
新
陳
相
換
す
﹂
と
交
譲
木
の
語
源
を
解
い
て

い
る
︒
新
旧
の
葉
が
交
代
す
る
発
想
を
︑
中
国
伝
来
と
し
そ
れ
が
日
本
の
習

俗
に
定
着
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
中
国
の
古
い
典
籍
に
そ
れ
を
裏
付
け

る
証
拠
は
な
く
︑
一
方
︑
ユ
ズ
リ
ハ
の
名
は
万
葉
集
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か

ら
︑
や
は
り
日
本
起
源
で
あ
り
︑
中
国
名
の
交
譲
木
・
譲
木
の
名
の
方
が
む

し
ろ
日
本
語
名
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
︒
(中
略
)

﹃
大
和
本
草
﹄
に
親
子
草
の
名
が
あ
る
よ
う
に
︑
常
緑
の
葉
が
よ
く
繁
り
新

旧
葉
が
円
滑
に
交
代
す
る
ユ
ズ
リ
ハ
に
︑
親
か
ら
子
へ
世
代
が
絶
え
間
な
く

継
承
さ
れ
一
族
が
繁
栄
す
る
様
を
重
ね
合
わ
せ
て
︑
ユ
ズ
リ
ハ
を
縁
起
の
よ

い
植
物
と
考
え
た
︒

引
用
に
よ
る
と
︑
弓
絃
葉
は
︑
初
夏
に
新
旧
の
葉
が
入
れ
替
わ
る
と
い
う
特
徴

か
ら
世
代
の
交
代
を
思
わ
せ
︑
一
見
﹁
無
常
観
﹂
を
感
じ
さ
せ
る
印
象
が
あ
る
が

実
際
は
︑
親
か
ら
子
へ
世
代
が
絶
え
間
な
く
継
承
さ
れ
一
族
が
繁
栄
す
る
様
を
重

ね
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
︒
こ
の
﹁
親
か
ら
子
へ
世
代
が
絶
え
間
な
く

継
承
さ
れ
一
族
が
繁
栄
す
る
様
を
重
ね
合
わ
せ
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
﹃
万
葉
集
﹄

の
時
代
に
実
際
に
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
初
夏
に
新
旧
の
葉
が
入
れ

替
わ
る
と
い
う
特
徴
か
ら
禅
譲
に
よ
っ
て
聖
天
子
の
代
が
続
く
こ
と
と
重
ね
る
意

識
を
持
つ
こ
と
は
可
能
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
弓
削
皇
子
が

弓
絃
葉
を
歌
に
詠
ん
で
も
従
来
の
様
に
弓
削
皇
子
が
﹁
切
な
さ
﹂・﹁
儚
さ
﹂・﹁
無

常
観
﹂
を
意
識
さ
せ
る
皇
子
と
い
う
印
象
に
つ
い
て
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
弓
絃
葉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑﹃
万
葉

集
﹄
に
お
い
て
︑
弓
削
皇
子
の
歌
以
外
で
弓
絃
葉
を
詠
ん
だ
歌
が
一
首
あ
る
の
で

挙
げ
て
み
た
い
︒

あ
ど
思
へ
か
阿
自
久
麻
山
の
ゆ
ず
る
は
の
含
ま
る
時
に
風
吹
か
ず
か
も

(巻
十
四
・
三
五
七
二
)

こ
の
歌
は
比
喩
歌
で
あ
り
︑
弓
絃
葉
を
若
い
女
性
に
見
立
て
て
詠
ん
で
い
る
の

で
あ
る
が
︑
弓
絃
葉
が
開
き
き
っ
て
い
な
い=

こ
れ
か
ら
開
こ
う
と
し
て
い
る
状

態
で
あ
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
弓
絃
葉
の
詠
ま
れ
て
い
る
季
節
と
し
て

は
新
芽
が
出
て
葉
が
開
く
前
の
頃
で
あ
り
︑
花
が
咲
く
前
の
春
が
想
定
さ
れ
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
こ
の
歌
に
﹁
無
常
観
﹂
を
感
じ
さ
せ
る

も
の
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
春
が
来
て
成
長
を
し
始
め
た
若
い
弓
絃
葉
と
若
い
女
性

に
共
通
す
る
初
々
し
さ
が
︑
弓
絃
葉
は
風
が
吹
く
こ
と
に
よ
っ
て
散
ら
さ
れ
る
可

能
性
が
︑
若
い
女
性
は
男
性
に
言
い
寄
ら
れ
る
と
い
っ
た
危
険
性
も
含
ま
れ
る
と

い
っ
た
比
喩
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑﹃
万
葉
集
﹄

に
あ
る
弓
絃
葉
の
歌
は
合
計
二
首
あ
る
が
︑
ど
ち
ら
に
も
無
常
観
を
感
じ
さ
せ
る

印
象
は
な
い
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒
む
し
ろ
弓
絃
葉
の
季
節
に
よ
っ
て
の
変

化
を
感
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
巻
十
四
・
三
五
七
二
の
比
喩
歌

弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て

(武
田
春
子
)

七
二



で
は
春
に
こ
れ
か
ら
成
長
す
る
で
あ
ろ
う
弓
絃
葉
の
︑
弓
削
皇
子
の
歌
で
は
初
夏

に
成
長
し
新
旧
の
葉
が
入
れ
替
わ
る
弓
絃
葉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と

か
ら
︑
再
度
禅
譲
と

(
成
長
し
た
)
弓
絃
葉
を
結
び
付
け
て
考
え
て
み
る
と
︑
世

代
が
絶
え
間
な
く
継
承
さ
れ
る
と
い
う
良
い
印
象
で
捉
え
る
こ
と
が
証
明
出
来
る

こ
と
か
ら
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
は
天
武
天
皇
を
貶
め
る
と
い
っ
た
危
険
な
歌
を

詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
昔
も
天
武
天
皇
の
徳

に
よ
っ
て
良
い
治
世
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
︑
今
の
持
統
天
皇
に
続
い
て
い
る
と

い
う
意
味
に
通
じ
る
こ
と
と
な
り
︑
す
な
わ
ち
昔
も
良
い
が
今
も
良
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
が
昔
は
良
か
っ
た

(今
は
そ
う
で
も
な
い
)
と

い
う
意
味
の
危
険
な
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
為
︑
持
統
天
皇
に

お
い
て
も
自
身
の
治
世
が
貶
め
ら
れ
た
と
疑
い
を
掛
け
る
と
い
っ
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
こ
と
に
加
え
︑
弓
絃
葉
と
い
う
日
本
独
自
の
植
物
文
化
を
詠
ん
だ
と
い
う

こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
や
り
取
り
の
後
︑
題
詞
に
も
あ
る
様
に
弓
削
皇
子
は
額
田
王
に
松
の
柯
を

贈
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
松
と
は
ど
の
様
な
植
物
な
の
で
あ
る
の
か
︑

先
に
も
引
用
し
た
木
下
武
司
氏
の
著
書
で
あ
る
﹃
万
葉
植
物
文
化
史(18
)﹄

か
ら
再
度

引
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

万
葉
集
で
﹁
松
﹂
の
字
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
当
時
の
中
国
で
松
が
長

寿
・
節
操
・
繁
栄
を
象
徴
す
る
瑞
木
と
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
文
化
的
影
響
力

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
大
伴
家
持
・
山
上
憶
良
な
ど
そ
う
そ
う
た
る
万
葉

歌
人
が
詠
っ
て
い
て
︑
中
国
文
化
の
影
響
は
万
葉
歌
の
随
所
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
︒
中
国
で
は
﹃
史
記
﹄
﹁
龜
策
列
傳
﹂
に
﹁
松
柏
は
百
木
の
長
た
り
︑

而
し
て
門
閭

(村
里
の
入
口
門
)
を
守
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
柏
と
と
も
に

門
閭
に
植
え
ら
れ
︑
集
落
を
守
る
神
の
依
代
と
考
え
ら
れ
た
︒
日
本
に
は
門

閭
は
な
い
か
ら
こ
の
風
習
は
な
い
が
︑
各
門
戸
に
飾
る
門
松
の
風
習
は
祖
霊

神
・
穀
霊
神
を
迎
え
る
信
仰
に
基
づ
く
と
さ
れ
︑
同
源
と
考
え
ら
れ
る
︒

(中
略
)
中
国
で
は
松
は
長
寿
だ
け
で
は
な
く
節
操
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
︒

﹃
論
語
﹄
に
﹁
歳
寒
く
し
て
然
る
後
に
松
柏
の
凋
む
に
後
る
る
を
知
る
な
り
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
寒
い
冬
で
も
強
風
が
吹
い
て
も
緑
を
絶
や
す
こ
と
な
く
変

わ
ら
な
い
の
で
︑
人
に
節
操
が
あ
る
べ
き
例
と
し
て
譬
え
ら
れ
た
︒
(中
略
)

既
に
門
松
に
松
と
と
も
に
竹
を
た
て
︑
シ
ダ
・
ユ
ズ
リ
ハ
の
注
連
縄
を
飾
る

風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
︑
民
俗
学
的
観
点
か
ら
注
目
に
値
す
る
︒

こ
の
様
に
︑
松
は
中
国
と
日
本
で
長
寿
の
植
物
で
あ
る
と
い
う
共
通
の
認
識
が

あ
る
︒
ま
た
︑
中
国
に
お
い
て
は
日
本
に
は
無
い
節
操
と
い
う
意
味
も
持
ち
︑
日

本
に
お
い
て
松
は
後
年
門
松
と
な
り
︑
正
月
に
自
宅
前
に
飾
ら
れ
る
様
に
な
る
が

時
代
に
よ
っ
て
は
シ
ダ
や
︑
先
に
記
し
た
ユ
ズ
リ
ハ
の
注
連
縄
を
飾
る
風
習
も
あ

る
こ
と
か
ら
︑
吉
祥
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒
次
に
蘿

も
漢
詩
文
に
お
い
て
は
松
の
長
寿
を
顕
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
︑
蘿
に
女
と

い
う
漢
字
を
く
わ
え
て
女
蘿
と
い
う
単
語
に
す
る
と
︑
漢
詩
文
に
お
い
て
は
男
性

に
縋
る
女
性
と
い
う
と
ら
え
方
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら(19
)︑

弓
削
皇
子
が
額
田
王

に
松
が
枝
を
贈
っ
た
の
は
︑
先
の
贈
答
歌
に
お
い
て
自
身
の
漢
詩
文
の
教
養
に
対

し
理
解
を
し
て
く
れ
た
額
田
王
の
長
寿
を
願
っ
た
こ
と
に
加
え
て
︑
二
人
の
贈
答

歌
が
仲
の
良
い
男
女
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

い
え
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
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三
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答
歌
以
外
で
松
を
詠
ん
だ
歌
は
計
七
十
九
首
あ
る
が
︑
歌
に
よ
っ
て
は
﹁
待
つ
﹂

に
掛
け
て
い
る
こ
と
も
あ
る
為
︑
相
聞
に
使
用
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒
こ
れ

ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
先
に
も
記
述
し
た
が
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
が
昔
は
良

か
っ
た

(
今
は
そ
う
で
も
な
い
)
と
い
う
意
味
の
危
険
な
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
疑

い
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
完
全
に
無
く
な
る
の
で
あ
り
︑
ま
た
弓
絃
葉
と
松
を
詠

む
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
と
中
国

(
倭
と
唐
)
に
対
す
る
植
物
文
化
の
融
合
に
到
る

の
で
は
な
い
か
と
考
慮
出
来
る
の
で
あ
る
︒

第
三
章

贈
答
歌
の
構
成
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
物
か
ら

論
じ
て
き
た
が
︑
贈
答
歌
の
構
成
に
つ
い
て
考
慮
す
る
と
︑
こ
の
贈
答
歌
に
つ
い

て
は
﹁
起
承
転
結
﹂
が
あ
る
構
成
と
し
て
考
慮
し
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
︒
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
と
し
て
は
︑
一
一
三
の
歌
が
弓
削
皇
子
か
ら

の
贈
答
品
に
対
す
る
額
田
王
の
返
歌
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
先
の
二

首
に
あ
っ
た
共
有
す
る
﹁
想
い
﹂
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
︑
弓
削
皇
子
に
対
し
て
だ

け
の
額
田
王
の
﹁
想
い
﹂
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
一
一
一
～
一
一
二
の
歌
に
お
い

て
は
︑
間
に
﹁
古
に
恋
ふ
る
鳥
・
古
に
恋
ら
む
鳥

(天
武
天
皇
)﹂
と
い
う
共
通

点
が
あ
り
︑
そ
こ
に
二
人
の
想
い
が
共
有
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
二
首
が
﹁
起
﹂

﹁
承
﹂
と
な
り
︑
一
一
三
の
歌
を
詠
む
き
っ
か
け
と
な
る
﹁
蘿
生
ひ
た
る
松
の
柯
﹂

は
︑
弓
削
皇
子
が
額
田
王
の
為
だ
け
に
自
身
の
﹁
想
い
﹂
を
込
め
て
贈
っ
た
物
で

あ
る
こ
と
か
ら
︑
歌
で
は
無
く
題
詞
で
は
あ
る
が
︑﹁
蘿
生
ひ
た
る
松
の
柯
を
折

り
取
り
て
遣
は
せ
し
﹂
と
い
う
弓
削
皇
子
の
行
為
は
﹁
転
﹂
に
な
る
こ
と
が
い
え
︑

こ
こ
で
古
へ
の
﹁
想
い
の
共
有
﹂
か
ら
今
の
﹁
互
い
へ
の
想
い
﹂
に
変
化
す
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
だ
と
す
る
と
︑
額
田
王
の
返
歌
も
弓
削
皇
子
の

為
だ
け
の
﹁
想
い
﹂
が
あ
り
︑
題
詞
も
含
め
た
こ
の
一
首
だ
け
で
﹁
今
の
互
い
へ

の
想
い
﹂
を
表
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
一
一
一
～
一
一

二
の
歌
は
二
人
の
﹁
恋
ふ
る
鳥
・
古
に
恋
ら
む
鳥

(天
武
天
皇
)﹂
と
い
う
共
通

項
有
り
き
の
﹁
想
い
の
共
有
﹂
と
い
え
︑
そ
れ
を
繋
ぐ
一
一
三
の
歌
の
題
詞
に
あ

る
弓
削
皇
子
の
贈
答
品
で
あ
る
﹁
蘿
生
ひ
た
る
松
の
柯
﹂
は
︑
当
初
の
想
い
を
共

有
し
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
る
感
謝
並
び
に
そ
の
様
な
額
田
王
個
人
へ
の
﹁
想
い
﹂

を
含
ん
だ
物
で
あ
り
︑
対
す
る
額
田
王
の
返
歌
は
贈
答
品
に
対
す
る
感
謝
並
び
に

弓
削
皇
子
個
人
へ
の
﹁
想
い
﹂
を
詠
む
と
い
う
︑﹁
誰
も
間
に
入
ら
な
い
二
人
だ

け
の
想
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
様
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
は
遣
り

取
り
が
進
む
に
従
い
︑﹁
恋
ふ
る
鳥
・
古
に
恋
ら
む
鳥

(天
武
天
皇
)﹂
と
い
っ
た

共
通
項
を
含
ん
だ
想
い
か
ら
︑﹁
蘿
生
ひ
た
る
松
の
柯
を
折
り
取
り
て
遣
は
せ

し
﹂・﹁
玉
松
が
枝
は
愛
し
き
か
も
君
が
み
言
を
持
ち
て
通
は
く
﹂
と
い
っ
た
二
人

だ
け
の
想
い
へ
と
変
化
し
て
い
く
︒
そ
れ
に
伴
い
︑
二
人
の
想
い
が
よ
り
近
付
い

て
い
く
と
い
う
点
並
び
に
︑
漢
詩
文
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
︑
詠
ま
れ
て
い
る

植
物
か
ら
日
本
独
自
の
考
え
も
交
え
た
知
的
な
遣
り
取
り
を
し
て
い
た
と
い
う
点

か
ら
も
相
聞
と
し
て
相
応
し
い
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒

終
わ
り
に

こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
が
︑﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
が
導
く
望
帝
の
故
事
に
つ
い

て
は
禅
譲
を
行
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
聖
天
子
と
同
様
と
い
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
︑
禅
譲
に
つ
い
て
は
﹁
弓
絃
葉
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
︑
新
旧
の
葉
が
入

弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
に
つ
い
て

(武
田
春
子
)
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四



れ
替
わ
る
︑
す
な
わ
ち
永
久
に
継
承
さ
れ
て
い
く
と
い
う
様
に
︑
ど
ち
ら
も
良
い

印
象
で
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
弓
削
皇
子
と
額
田

王
の
贈
答
歌
が
﹁
昔
を
懐
か
し
む
﹂
と
い
う
結
論
も
︑
か
な
り
従
来
の
考
え
と
は

違
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
弓
削
皇
子
の
歌
の
特
徴
と
さ
れ
る
﹁
切
な
さ
﹂﹁
儚
さ
﹂﹁
無
常
観
﹂

と
い
う
解
釈
も
︑
改
め
て
考
え
直
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
歌

に
詠
ま
れ
て
い
る
植
物
で
あ
る
弓
絃
葉
や
松
に
お
い
て
も
︑
良
い
印
象
で
捉
え
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
︑
日
本
と
中
国
で
共
通
の
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
物
も

あ
れ
ば
︑
日
本
独
自
の
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
物
も
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
こ
と
か

ら
も
︑
弓
削
皇
子
と
額
田
王
の
贈
答
歌
を
詠
ま
れ
て
い
る
物
か
ら
考
察
し
て
い
く

と
︑
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
で
漢
詩
文
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
﹁
弓
絃
葉
﹂
で
周
囲

の
疑
い
を
一
蹴
す
る
だ
け
の
理
由
を
持
た
せ
︑
同
時
に
日
本
独
自
の
考
え
も
交
え

な
が
ら
も
﹁
松
﹂
で
二
人
の
想
い
が
双
方
の
距
離
を
よ
り
近
づ
け
る
と
い
っ
た
複

合
的
な
や
り
取
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
構
成
か
ら
読
み
取
れ
る
と
い
う
︑
相
聞
と

し
て
高
水
準
な
歌
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
︒
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記
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