
万
葉
集
巻
十
五
に
お
け
る
遣
新
羅
使
節
1
行

の
長
門
島
に
訪
れ
た
時
期
に
つ
い
て

1
'
万
葉
集
巻
十
五
に
は
、
大
和
の
生
的
山
を
起
え
て
拓
津
国
に
到
り
'
拓

津
図
三
津
を
丹
出
し
て
瀬
戸
内
海
を
経
、
新
羅
国
に
使
し
た
人
た
ち
の
歌
や
古

歌
1
四
五
首
が
集
録
し
て
あ
る
O
途
中
'
1
行
は
長
門
島
に
た
ち
よ
り
'
次
の

八
首
の
歌
を
残
し
て
い
る
。

安
堅
国
長
門
嶋
船
泊
桟
迫
作
歌
五
首

(
三
六
一
七
)

(
三
六
一
八
)

(
三
六
1
九
)

(
三
六
二
〇
)

(
三
六
二
一
)

(
三
六
二
二
)

(
三
六
二
三
)

(
三
六
二
四
)

石
ば
し
る
た
ぎ
も
と
ど
ろ
に
鳴
く
畔
の
智
を
し
聞
け
ば
都
し

恩
は
ゆ

山
川
の
活
き
河
瀬
に
遊
べ
ど
も
奈
良
の
都
は
忘
れ
か
ね
つ
も

域
の
問
ゆ
没
つ
山
川
絶
え
ず
あ
ら
ば
ま
た
も
相
見
む
秋
か
た

ま
け
て

懸
繁
み
慰
め
か
ね
て
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
島
か
げ
に
座
す
る
か

も吾
が
命
を
長
門
の
島
の
小
松
原
幾
代
を
経
て
か
神
さ
び
渡
る

従
]
裏
門
浦
1
船
出
之
夜
仰
3
悶
月
光
I
作
歌
三
首

月
よ
み
の
光
を
桁
み
夕
凪
に
水
手
の
群
呼
び
浦
ま
漕
ぐ
か
も

山
の
端
に
月
傾
け
ば
漁
す
る
海
人
の
燈
火
沖
に
な
づ
さ
ふ

吾
の
み
や
夜
船
は
漕
ぐ
と
恩
へ
れ
ば
押
迫
の
方
に
抱
の
音
す

出

　

　

本

　

　

聡

　

　

子

な
り

右
の
歌
の
「
長
門
鴨
」
は
、
扇
畑
巾
心
雄
博
士
に
「
蔑
葉
菜
『
長
門
島
』
考
」

(
国
語
・
国
文
第
五
巻
第
十
一
班
)
　
が
あ
っ
て
、
詳
し
く
考
察
さ
れ
'
広
島
県

安
芸
郡
倉
橋
島
、
「
長
門
浦
」
は
倉
橋
島
の
桂
が
浜
一
帯
に
該
当
す
る
ら
し
い

郡
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
私
も
倉
相
島
を
踏
査
し
、
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
風

情
に
照
ら
し
て
、
扇
畑
博
士
の
御
考
察
と
同
じ
よ
う
な
考
え
を
持
っ
た
。
さ

て
、
右
の
八
首
の
歌
を
、
い
つ
ご
ろ
長
門
島
で
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
幾
つ

か
の
手
が
か
り
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

二
、
迫
新
羅
使
節
7
行
の
節
津
国
三
拝
(
=
大
伴
三
拝
'
穀
披
)
山
雀
の
時

期
に
つ
い
て

⑦
'
万
葉
集
巻
十
五
の
目
録
に
「
天
平
八
年
丙
子
夏
六
月
遣
使
新
羅
国
之
時
佳

人
等
各
悲
別
贈
答
及
海
路
之
上
協
旅
陳
思
作
歌
非
常
所
誼
詠
古
歌
」
と
あ
っ

て
、
「
夏
六
月
」
の
時
期
が
記
さ
れ
て
い
る
。

㊥
、
万
葉
集
に
み
え
る
こ
の
新
羅
使
の
件
は
'
続
日
本
記
、
巻
二
十
、
聖
武
天

皇
天
平
八
年
(
七
三
六
年
)
　
に
'

チ

　

　

　

　

ノ

　

　

　

　

チ

　

ス

　

ノ

　

ト

二
月
戊
坑
(
廿
八
)
以
l
在
五
下
阿
倍
朝
臣
継
肺
呂
t
t
為
l
]
迫
新
羅
大
使
L
O

ffl



:

^

^

k

^

^

^

^

^

^

^

^

k

<

以

夏
四
月
丙
寅
(
十
七
)
遺
新
羅
使
阿
倍
朝
臣
継
麻
呂
等
斉
朝
。

ノ

　

　

　

　

　

　

　

レ

　

′

九
年
春
正
月
辛
丑
　
(
甘
七
)
迫
新
羅
使
大
判
官
従
六
位
上
壬
生
使
主
宇
大
麻

ス

呂
'
小
判
官
正
七
位
上
大
蔵
忌
寸
麻
呂
等
入
京
-
-

な
ど
と
あ
っ
て
'
夏
四
月
以
降
の
出
発
と
は
推
定
で
き
る
け
れ
ど
'
は
っ
き

り
し
た
時
期
は
掴
め
な
い
。

G
)
、
朝
鮮
三
国
史
(
新
羅
国
史
)
　
に
は
、
こ
の
西
既
七
三
六
年
は
聖
経
王
三
五

年
で
,
日
本
使
節
の
来
朝
を
報
じ
た
記
事
は
み
え
な
い
O

㊤
'
難
波
で
出
発
前
に
秦
間
清
の
詠
ん
だ
歌
.

(
三
五
八
九
)
　
夕
さ
れ
ば
ひ
ぐ
ら
し
来
鳴
く
生
駒
山
越
え
て
ぞ
吾
が
乗
る
妹

が
日
を
欲
り

こ
の
歌
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
に
つ
い
て
岩
波
古
典
大
系
で
は
「
万
葉
集
で
は
ひ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ろ
く
畔
一
般
を
い
う
場
合
も
あ
る
が
'
こ
の
歌
の
は
、
陰
暦
六
月
の
夕
方
に
な

っ
て
鳴
く
趣
で
あ
る
か
ら
へ
現
在
の
ヒ
グ
ラ
シ
を
さ
す
ら
し
い
」
　
(
万
葉
集

四
'
:
&
)
と
あ
っ
て
、
「
夏
六
月
」
出
発
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

⑳
'
長
門
揃
の
船
出
の
歌
及
び
三
津
の
船
出
の
歌
に
あ
ら
わ
れ
た
糊
汐
か
ら
久

米
庸
考
氏
は
輿
昧
あ
る
考
察
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
三
津
出
発
の
時
の

敬
(
三
五
九
四
)
　
油
待
つ
と
あ
り
け
る
船
を
知
ら
ず
し
て
悔
し
く
妹
を
別
れ
末

に
け
り

の
「
翻
待
つ
と
」
を
古
典
大
系
に
従
っ
て
'
新
羅
へ
の
凍
船
に
都
合
の
よ
い
大

柳
を
待
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
'
更
に
長
門
紺
の
歌
三
首
も
考
慮
さ
れ
て
'

邦
と
望
の
大
潮
の
う
ち
'
朔
の
大
潮
・
つ
ま
り
六
月
上
旬
(
上
旬
な
ら
一
、

二
、
三
日
い
ず
れ
で
も
い
い
け
れ
ど
一
応
六
月
1
日
)
　
と
想
定
さ
れ
て
い

S
B万

葉
集
仝
註
琵
武
田
裕
富
博
士
も
「
出
発
し
た
の
は
六
月
上
旬
こ
ろ
だ
ろ

う
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

註
綜
辞
潟
博
士
は
、
「
『
潮
待
つ
』
は
大
潮
を
待
つ
事
で
あ
ろ
う
と
い
う
説

が
古
典
大
系
本
に
あ
る
が
大
潮
を
待
っ
て
船
出
す
る
こ
と
は
あ
た
ら
な
い
」
と

い
わ
れ
、
瀬
戸
内
海
は
干
満
の
差
が
余
り
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

使
節
団
の
出
発
の
時
期
は
結
局
目
録
に
だ
け
「
夏
六
月
」
と
明
記
し
て
あ
る

わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
'
一
応
六
月
上
旬
が
想
定
さ
れ
う
る
け
れ

ど
も
、
「
潮
待
ち
」
に
つ
い
て
の
韓
彊
博
士
の
考
え
や
'
こ
れ
か
ら
後
で
あ
げ

よ
う
と
思
う
二
、
三
の
疑
問
点
か
ら
み
る
と
、
夏
六
月
も
疑
わ
し
く
み
え
る
。

夏
だ
け
は
確
か
だ
け
れ
ど
。

三
、
続
日
本
記
巻
二
十
に
記
さ
れ
た
道
新
羅
使
節
の
派
遣
時
期
に
つ
い
て
o

西
　
暦

七
〇
三
年

七
〇
四
年

七
〇
六
年一

年

七　　　七

八　　　二

本
朝
暦

文
武
天
皇

大
宝
三
年

文
武
天
皇

S
t
^
f
!
斗

文
武
7
¥
t
-
-
;

慶
雲
三
年

元
明
天
皇

=
_
L
」
五
年

ft元
老正
二天
*!蝣_.-,-:

任
命
の
時
期

九
月
灰
成

(
二
十
二
)

冬
十
月
辛
酉

(九)
八
月
壬
辰

(
二
十
一
)

九
月
乙
酉

(
十
九
)

(十
二月
十契

互末

十
月
戊
辰

(
十
六
)

冬
十
一
月
実

国
王
勅
書
】
日

使十五見迫(冬
等三月ス新二十
辞'Vi?I
jik:呈らt1-と
mmmrn
y>.¥T.I.二Tjiir (六七　(四七(二七丙慶四
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元七
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弄
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帰
国
の

期
間
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新
羅
使
節
の
派
迫
は
西
暦
六
四
九
年
孝
徳
天
皇
大
化
五
年
に
始
ま
り
西
暦
八

十
一
年
嵯
峨
天
皇
弘
仁
二
年
に
終
っ
て
い
る
。
百
六
〇
余
年
の
問
、
約
二
三
回

(
日
本
暦
史
大
辞
典
年
表
'
平
凡
社
)
　
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
七
四
三
年
か
ら

七
四
〇
年
に
か
け
て
へ
十
1
回
派
遣
さ
れ
て
い
て
、
両
国
の
交
流
が
長
も
粁
繁

で
あ
る
。

右
表
で
は
、
使
節
団
出
発
時
期
の
手
が
か
り
は
一
向
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
前
半
は
冬
期
に
沈
航
し
て
以
外
に
日
数
を
門
し
て
い
る
が
、

後
半
は
'
夏
期
に
航
行
し
比
較
的
短
期
日
.
の
う
ち
に
任
務
を
果
た
し
て
い
る
。

余
談
に
な
る
が
、
天
平
八
年
の
使
節
団
の
1
行
が
、
船
出
に
際
し
て
詠
ん
だ
歌

(
三
五
八
1
)
　
秋
さ
ら
ば
相
見
む
も
の
を
何
し
か
も
蒜
に
立
つ
べ
く
歓
き
L

Vii&ffl弼

(
三
五
八
六
)
　
吾
が
故
に
思
ひ
な
殴
せ
そ
秋
風
の
吹
か
む
そ
の
月
造
は
む
も

のA,,J

と
秋
の
帰
国
を
予
定
し
て
い
る
の
は
'
今
別
れ
は
す
る
が
'
秋
に
は
は
や
帰
っ

て
く
る
の
だ
か
ら
と
慰
め
の
気
指
を
託
す
と
同
時
に
、
先
行
使
節
団
の
順
調
な

比
較
的
短
期
間
に
わ
た
る
四
月
中
旬
か
ら
九
月
に
渡
る
旅
行
日
程
か
ら
割
り
出

し
た
、
確
実
な
予
定
日
程
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
恐
ら
く
四
月
に
舞
命
し
、

互
か
月
か
五
か
月
半
く
ら
い
を
賀
し
て
九
月
か
十
月
の
始
め
に
は
帰
国
で
き
る

に
違
い
な
い
と
見
積
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
万
葉
集
に
見
え
た
使
節
団
の
直
後

の
西
暦
七
四
〇
年
の
動
向
に
つ
い
て
続
日
本
記
は
次
の
よ
う
に
の
せ
て
い
る
。

一

(

シ

　

ヲ

○
夏
四
月
探
午
脚
、
迫
新
羅
使
等
弄
辞
ス
〇
九
月
丁
亥
・
川
、
広
嗣
遂
起
レ
兵

U

 

q

 

L

^

^

^

^

H

^

K

V

?

反
。
　
〇
九
月
乙
巳
剛
へ
勅
L
t
大
将
軍
大
野
朝
臣
東
人
等
日
'
得
二
奏
状
一
知
追

′
　
　
サ
　
ル
郡
チ
　
ノ
ー
t
　
　
ノ
　
　
ノ
　
バ
　
　
　
　
シ
　
　
　
l
t
　
　
ノ
　
′
　
ラ
バ
　
　
考
　
≡

新
羅
便
船
来
泊
t
裏
門
国
1
、
其
船
上
物
者
便
応
.
)
当
国
l
t
使
中
有
下
人
可
-
‥
採
用

K

,

　

　

　

　

　

　

　

<

ォ

蝣

>

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

l
者
上
'
将
軍
宜
レ
任
l
向
之
i
O
冬
十
月
戊
辰
㈹
'
追
新
羅
国
使
外
従
五
位
下
紀

"
.

朝
臣
必
登
等
還
帰

右
に
よ
っ
て
推
察
す
る
に
、
広
嗣
の
乱
で
1
行
の
旅
程
が
乱
さ
れ
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
四
月
初
旬
の
罪
朝
で
九
月
半
ば
に
は
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
当
時
の
旅
行
状
態
か
ら
推
し
て
万
柴
集
に
み
え
る
七
三
六
年
の
使

節
は
秋
に
は
確
実
に
帰
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、
追
新
羅
使
節
一
行
が
大
串
府
に
到
達
し
た
時
期
に
つ
い
て
'

ギ
サ
あ
ま
の
か
わ
チ
　
　
ベ
ナ
　
　
チ
　
レ
ル

⑦
、
「
七
夕
仰
]
融
天
撲
1
各
陳
,
房
心
L
作
歌
三
首
」
と
い
う
題
詞
(
鴻
栄
博
士

は
万
葉
集
会
釈
で
〃
筑
紫
館
で
七
夕
を
迎
え
て
の
作
で
あ
ろ
う
〃
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
)
に
よ
っ
て
、
七
月
七
日
に
は
大
串
府
に
着
い
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
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・

t

か

,

1

-

　

ナ

㊥
、
右
の
「
七
夕
・
・
・
三
首
」
の
歌
群
の
前
は
,
「
草
魚
紫
館
一
遥
望
京
郷
.

シ

'

レ

ル

障
恰
作
歌
四
首
」
の
題
の
も
と
に
、

(
三
六
五
五
)
　
今
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ
ら
し
あ
し
び
き
の
山
松
蔭
に
ひ
ぐ
ら
し

鳴
き
ぬ

と
い
う
歌
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
「
今
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ
ら
し
」
は
具
体

的
な
立
秋
を
踏
ま
え
て
詠
ん
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
万
葉
集
の

「
秋
づ
く
」
　
「
秋
立
つ
」
の
用
例
を
参
考
に
し
て
み
る
。

秋
づ
く
=
秋
に
な
り
初
め
る
。
秋
の
け
し
き
に
な
る
。
「
つ
く
」
は
他
の
語
に

付
き
へ
　
そ
の
状
態
に
な
っ
て
い
く
郡
を
表
わ
す
。
梯
子
に
な
る
。
も
よ
お
す

(
万
葉
集
事
典
)

[

蝣

H

<

*

K

4

(
7
五
六
四
)
　
秋
づ
け
ば
お
ば
な
が
う
へ
に
お
く
完
の
消
ぬ
べ
く
吾
は
恩
は

ゆ
る
か
も

o

o

o

(
二
一
六
〇
)
　
庭
草
に
村
雨
降
り
て
こ
は
ろ
ぎ
の
鳴
く
声
聞
け
ば
秋
つ
き
に

け
h
ソ

o

o

o

(
二
二
七
二
)
　
秋
づ
け
ば
み
く
さ
の
花
の
あ
え
ぬ
が
に
忠
へ
ど
知
ら
じ
斑
に

会
は
ざ
れ
ば

r
.
-
^
.
-
サ
ォ
ー

(
四
1
六
1
)
　
言
問
は
ぬ
木
す
ら
春
咲
き
秋
づ
け
ば
も
み
じ
散
ら
く
は
常
を

な
み
こ
そ

「
秋
づ
く
」
は
長
歌
も
含
め
て
七
例
あ
り
、
概
念
的
な
秋
が
頭
の
中
に
あ
っ

て
'
・
そ
の
「
秋
に
な
る
」
の
意
味
で
あ
り
、
実
感
を
含
め
た
「
秋
ら
し
い
」
の

意
味
は
二
例
で
あ
る
o

秋
立
つ
=
秋
に
な
る
。
秋
の
季
節
が
始
ま
る
(
万
悪
事
典
)

(
三
八
)
-
の
ぼ
り
立
ち
国
見
を
す
れ
ば
,
た
た
な
は
る
青
垣
山
‰
糧
が

0

0

°

つ
ま
る
み
づ
き
と
、
春
べ
は
花
か
ざ
し
も
ち
'
秋
た
て
ば
も
み
じ

か
ざ
せ
り
-

0
0
0

(
1
五
五
五
)
　
秋
立
ち
て
い
-
か
も
あ
ら
ず
ば
こ
の
子
ぬ
る
あ
さ
け
の
凪
は

た
も
と
寒
L
も

S
^
K
H
^
M
f
.

(
二
〇
〇
〇
)
　
天
の
か
わ
安
の
わ
た
り
に
船
う
け
て
秋
立
つ
待
つ
と
妹
に
告

げ
こ
そ

o
o

(
四
四
八
五
)
　
時
の
花
い
や
珍
ら
し
も
か
く
し
こ
そ
め
し
あ
き
ら
め
め
秋
立

0つ
ご
と
に

「
秋
立
つ
ご
と
に
」
　
「
秋
立
つ
待
つ
と
」
な
ど
は
明
ら
か
に
立
秋
を
踏
ま
え
て

い
る
し
、
「
秋
立
ち
て
」
も
立
秋
に
心
を
E
I
E
い
た
表
現
で
あ
る
よ
う
だ
O
　
「
秋

立
て
ば
」
は
「
秋
の
季
節
に
な
る
と
」
　
「
秋
に
な
る
と
」
の
い
み
で
、
頭
に
置

い
て
い
る
概
念
的
な
秋
を
述
べ
た
も
の
で
「
秋
づ
け
ば
」
と
い
う
表
現
と
同
質

の
内
容
を
指
す
も
の
と
み
え
る
。
こ
う
み
る
と
'
「
秋
立
つ
」
　
「
秋
づ
く
」
に

は
両
者
共
通
に
、
1
殻
的
概
念
的
に
「
秋
に
な
る
と
」
の
意
で
用
い
ら
れ
た
場

合
と
、
具
体
的
現
実
に
即
し
て
実
感
を
踏
ま
え
て
用
い
ら
れ
た
場
合
と
が
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
後
者
の
場
令
へ
　
「
秋
立
つ
」
は
只
体
的
に
立
秋
を
踏
ま
え
へ
夏

か
ら
秋
の
季
節
の
変
わ
り
目
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
、
「
秋
づ
く
」

は
朋
目
の
風
物
に
秋
の
気
配
を
感
受
し
た
よ
り
深
い
感
焼
そ
の
も
の
を
主
眼
と

し
た
表
現
で
'
「
秋
立
つ
」
の
立
秋
に
の
み
に
限
っ
た
時
の
巾
よ
り
も
'
立
秋

を
含
め
た
よ
り
広
い
時
の
巾
を
も
背
後
に
感
じ
さ
せ
る
。

二
、
で
考
え
た
よ
う
に
'
使
節
一
行
は
'
秋
に
は
任
務
を
終
え
て
帰
国
す
る

予
定
で
あ
っ
た
.
所
が
、
往
路
早
く
も
坦
戸
内
海
、
周
防
程
で
逆
風
に
逢
っ
て

漂
流
し
、
思
わ
ぬ
辛
苦
を
重
ね
て
い
る
。
大
串
府
で
の
「
今
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ

ら
し
」
の
歌
を
始
め
と
し
て
こ
れ
以
後
'
順
調
に
は
か
ど
ら
ぬ
旅
を
い
た
み
、

い
た
ず
ら
に
過
ぎ
て
ゆ
く
秋
へ
の
な
き
を
詠
ん
だ
歌
が
L
R
.
繁
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
事
情
か
ら
、
旅
の
日
々
'
秋
の
季
節
の
移
り
ゆ
き
に
は
殊
の
外
敏
感
で
あ

1

5

-(
三
六
五
五
)
　
　
「
今
日
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ
ら
し
」
の
歌
の
「
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
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ぬ
」
に
つ
い
て
「
『
鳴
く
』
に
は
『
つ
』
と
う
け
る
例
と
『
ぬ
』
と
う
け
る
例

と
あ
る
0
　
『
柳
の
う
れ
に
う
ぐ
い
す
鳴
き
つ
』
に
は
待
ち
う
け
て
い
た
蛍
の
声

が
聞
か
れ
た
喜
び
が
感
ぜ
ら
れ
、
こ
こ
の
『
鳴
き
ぬ
』
は
聞
く
と
も
な
し
に
聞

か
れ
た
ひ
ぐ
ら
し
の
声
に
も
う
秋
が
来
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
驚
き
が
感
ぜ

ら
れ
る
」
と
浬
泊
博
士
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

以
上
を
考
え
て
み
る
の
に
、
(
三
六
五
五
)
　
「
秋
づ
き
ぬ
ら
し
」
は
「
秋
立

つ
」
と
同
じ
く
立
秋
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
へ
　
い
や
む
し
ろ
、
「
秋
立
つ
」
の
つ

ま
り
立
秋
と
い
う
客
観
的
表
層
的
な
秋
の
把
捉
に
対
し
て
、
よ
り
深
い
実
感
的

主
体
的
な
立
秋
の
把
握
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
O
　
「
今
よ
り
は
」
と
「
今
」

を
強
調
し
て
い
る
所
は
、
今
日
は
立
秋
で
あ
る
な
あ
、
と
指
折
り
数
え
る
旅
の

日
数
を
も
思
い
あ
わ
せ
て
感
慨
探
く
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
た
ま
た
ま
ひ
ぐ

ら
し
が
秋
の
季
節
の
証
か
な
ん
ぞ
の
よ
う
に
秋
の
気
配
を
こ
め
て
作
者
の
耳
に

き
こ
え
た
o
そ
れ
が
「
今
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ
ら
し
」
の
形
七
な
っ
て
表
わ
れ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
立
秋
に
は
一
行
は
大
串
府
に
到
着
し
て
い
た
よ

う
に
思
う
。

天
平
八
年
(
西
暦
七
三
六
年
)
の
立
秋
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
.
久
米
氏
に
お

問
合
わ
せ
し
た
所
'
六
月
二
十
三
日
(
1
日
の
誤
差
が
あ
る
か
ら
二
十
二
日
、

或
は
二
十
四
日
の
こ
と
も
あ
る
)
と
お
教
え
い
た
だ
い
た
O
久
米
氏
も
(
三
六

五
五
)
　
の
「
秋
づ
き
ぬ
ら
し
」
の
歌
は
使
節
団
員
は
宮
廷
人
で
あ
る
か
ら
暦
を

知
っ
て
い
た
は
ず
だ
し
、
気
象
的
に
み
て
も
へ
　
こ
の
時
期
に
は
真
夏
で
あ
り
な

が
ら
駄
っ
き
り
と
秋
の
気
配
を
感
じ
る
日
も
あ
る
、
と
い
う
事
か
ら
'
こ
の
歌

は
立
秋
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
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蝣

'

1
行
が
長
門
島
を
発
っ
て
西
下
す
る
途
中
、
佐
婆
の
海
(
山
口
県
周
防
駆
)
で

逆
風
に
逢
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
0
台
凪
に
お
詳
し
い
久
米
氏
に
こ
の
逆
風
の
時

日
を
お
た
ず
ね
し
た
所
、
こ
れ
も
詳
し
く
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
の
で
そ
の
部

分
を
参
照
さ
せ
て
頂
く
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
天
平
八
年
の
ム
‖
風
に
つ
い
て
は
確
認
し
得
る
も
の
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
。

『
続
日
本
紀
』
巻
十
二
の
天
平
八
年
十
1
月
十
九
日
の
条
に
〃
秋
稼
醸
損
す
る

以
て
京
四
幾
内
二
監
同
の
今
年
の
E
E
租
を
免
ず
〃
と
あ
る
の
が
唯
1
の
推
測
資

料
で
す
o
こ
の
前
後
数
年
問
は
疫
柄
流
行
の
た
め
、
宮
廷
人
も
思
民
も
ハ
タ
ハ

タ
倒
れ
て
耕
作
者
不
足
の
た
め
に
秋
の
収
穫
が
少
な
く
、
そ
の
た
め
免
租
も
何

回
か
行
わ
れ
て
い
ま
す
.
し
た
が
っ
て
へ
こ
の
年
の
〝
秋
稼
頭
損
〃
も
必
ら
萄

L
も
台
風
の
た
め
と
は
言
い
か
ね
る
の
で
す
が
'
〃
京
四
岱
内
二
既
同
〃
と
特

に
地
域
を
ま
と
め
て
指
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
多
分
台
風
と
思
い
ま

す
.
京
は
奈
良
'
四
浅
内
は
大
和
へ
山
城
へ
河
内
、
梼
津
で
、
二
監
国
は
'
和

泉
'
芳
野
で
す
か
ら
、
要
す
る
に
近
畿
中
央
部
に
ま
と
め
て
免
税
糟
問
を
と
っ

た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
も
台
風
と
見
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
す
。
と
い
う
の

は
室
戸
台
風
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
場
合
に
は
'
以
上
の
地
域
は
、
強
い
南

風
が
吹
い
て
大
被
害
を
受
け
る
か
ら
で
す
。

迫
新
羅
使
が
佐
婆
の
梅
で
遭
過
し
た
〃
逆
風
〃
は
果
し
て
台
風
だ
っ
た
で
し

ょ
う
か
。
岩
波
古
典
文
学
大
系
「
万
葉
集
四
」
の
な
か
の
補
注
で
は
、
上
記
に

述
べ
た
大
台
風
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
古
い
て
あ
り
ま
す
.
た
だ
し
こ

れ
は
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
台
風
以
外
の
も

の
、
た
と
え
ば
並
日
通
の
低
気
圧
や
'
強
い
前
線
の
通
過
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
夏
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
台
風
く
さ
い
と
い
う
だ
け
で
す
。
も
し
台
風

と
す
る
と
へ
台
風
の
中
心
は
佐
婆
の
海
の
東
を
通
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
か

ら
、
上
記
に
述
べ
た
台
風
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
〃
逆
風
〃
と
あ
る
の
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は
'
北
風
、
北
西
風
、
あ
る
い
は
西
風
に
ち
が
い
な
い
の
で
す
か
ら
'
台
風
の

中
心
は
東
を
通
っ
た
は
ず
な
の
で
す
。
た
だ
し
「
続
紀
」
の
記
録
で
は
日
時

が
分
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
る
い
は
別
の
台
風
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ

し
大
被
害
が
あ
る
と
、
T
般
に
国
司
の
報
告
に
も
と
ず
い
て
、
減
税
処
置
を

と
る
の
で
す
が
へ
そ
う
い
う
強
い
台
風
の
上
陸
は
普
通
1
年
1
回
(
上
陸
個
数

だ
け
な
ら
三
～
四
個
あ
り
ま
す
が
)
　
で
す
か
ら
へ
ど
う
も
上
記
の
台
風
が
1
番

-
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
岩
波
の
補
注
は
妥
当
と
い
う
べ
き
で
し
よ

う
」結

局
、
久
米
氏
の
お
考
え
に
よ
る
と
'
逆
風
の
日
時
か
ら
長
門
島
寄
港
の
日

時
を
罪
出
す
る
こ
と
は
、
逆
風
の
日
時
が
不
明
で
あ
る
か
ら
、
手
が
か
り
が
つ

か
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。

六
へ
京
都
、
大
事
府
間
の
航
路
日
数
に
つ
い
て
、

平
安
時
代
で
京
都
と
大
事
府
と
の
航
路
日
程
は
延
亭
式
(
九
二
七
年
)
に
三

十
日
と
記
載
し
て
あ
る
と
い
う
。
(
日
本
の
船
-
0
6
頁
石
井
謙
治
著
)
こ
の
三

十
日
と
い
う
日
数
は
好
天
、
好
潮
に
恵
ま
れ
て
順
調
に
航
海
し
た
場
合
で
あ

る
。長

門
島
(
倉
橋
島
)
は
内
海
航
路
の
約
半
分
位
の
所
に
概
算
(
海
事
史
料
荒

書
巻
八
、
改
正
日
本
船
路
細
見
記
へ
　
9
4
-
1
2
1
万
)
　
で
き
る
0

久
米
氏
は
'
「
大
伴
の
御
津
か
ら
長
門
の
島
ま
で
を
十
日
」
　
と
見
ら
れ
へ

「
こ
の
時
代
の
瀬
戸
内
海
航
路
の
行
程
は
'
も
ち
ろ
ん
天
気
と
潮
時
で
大
き
く

変
わ
り
ま
す
が
、
7
日
平
均
4
0
k
m
前
後
で
す
か
ら
、
真
夏
の
天
候
安
定
期
を

考
え
る
と
十
日
と
い
う
推
定
も
無
理
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

七
、
退
新
羅
使
節
1
行
の
長
門
島
に
た
ち
よ
っ
た
時
期
に
つ
い
て

長
門
鴇
で
詠
ん
だ
八
首
の
歌
か
ら
、
考
え
ら
れ
る
色
々
の
条
件
を
あ
げ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

⑦
、
岬
に
つ
い
て
'

「
石
ば
し
る
た
ぎ
も
と
ど
ろ
に
鳴
く
蝉
の
」
　
(
三
六
1
七
)
　
「
ひ
ぐ
ら
し
の

鳴
-
島
陰
に
」
　
(
三
六
二
〇
)
　
の
二
首
に
'
「
岬
」
　
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
出
て
く

る
。
万
柴
集
中
「
畔
」
と
あ
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
他
の
九
首
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」

と
あ
り
'
同
じ
長
門
島
で
の
歌
に
「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
島
陰
」
　
(
三
六
二
〇
)

と
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
岬
」
も
ひ
ぐ
ら
し
を
言
っ
た
も
の
と
み
る
べ
き
だ
と
揮

潟
博
士
は
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
'
「
今
日
ひ
ぐ
ら
し
と
け
え
ば
か
な
か
な

と
称
す
る
蝉
の
一
種
を
指
す
が
'
本
州
で
は
螺
と
か
な
か
な
を
明
瞭
に
区
別
し

て
お
ら
ず
、
岬
類
の
総
称
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
　
(
万
苦
集
事
血
丁
佐
々
木
信

綱
)
と
あ
る
。
こ
こ
に
い
ケ
「
蝉
」
　
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
同
義
語
で
あ
り
,
「
ひ

ぐ
ら
し
」
は
岬
湖
の
総
名
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
門
島
に
た
ち

ょ
っ
た
の
は
輝
が
激
し
く
鳴
く
夏
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
は
な
い
。

榊
夕
凪
に
つ
い
て
、

(
三
六
二
二
)
　
「
月
よ
み
の
光
を
清
み
夕
凪
に
」
の
「
夕
凪
」
に
つ
い
て
、
海

岸
地
方
で
天
気
の
良
い
日
へ
こ
と
に
夏
に
海
陸
風
が
発
達
す
る
。
日
中
は
梅
か

ら
の
海
風
'
夜
間
に
は
陸
か
ら
の
陸
風
が
吹
く
。
夕
方
海
風
が
や
み
'
陸
風
が

吹
き
だ
す
ま
で
の
交
代
期
は
す
っ
か
り
風
が
や
む
。
こ
れ
が
夕
凪
で
'
瀬
戸
内

海
は
古
来
有
名
で
、
大
体
、
日
没
、
五
時
頃
か
ら
'
三
'
四
時
間
'
九
時
、
十

時
頃
ま
で
続
-
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
(
俳
句
歳
時
記
-
平
凡
社
)

倉
橋
湾
の
夕
凪
に
つ
い
て
'
桂
ケ
浜
や
石
原
で
漁
を
す
る
土
地
の
人
に
尋
ね

て
み
た
。
(
ど
ち
ら
も
古
老
で
あ
っ
た
が
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
の
さ
い
に
'
漁
業

歴
'
氏
名
を
尋
ね
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
)
日
没
以
後
の
一
時
間
ぐ
ら
い

が
夕
凪
だ
そ
う
だ
が
、
夏
に
な
る
と
'
夕
凪
、
朝
凪
と
区
別
す
る
ま
で
も
な
い
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く
ら
い
、
夕
方
か
ら
朝
に
か
け
て
凪
の
状
髄
篇
続
く
と
い
う
。
土
地
の
人
の
言

に
よ
る
と
、
夕
凪
で
も
朝
凪
で
も
ど
ち
ら
で
も
よ
さ
そ
で
あ
る
が
'
「
夕
凪
」

「
朝
凪
」
　
(
三
六
二
七
)
朝
凪
に
船
出
を
さ
せ
む
と
-
)
と
区
別
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
夕
凪
は
夜
半
以
前
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

G
)
第
火
に
つ
い
て

(
三
六
二
三
)
　
「
山
の
端
に
月
傾
け
ば
漁
す
る
漁
人
の
燈
火
」
の
「
繰
入
の
苫

火
」
に
つ
い
て
は
「
魚
を
誘
い
集
め
る
た
め
に
夜
間
糠
船
で
燃
-
拒
火
」
　
(
万

葉
集
辞
典
-
佐
々
大
信
綱
)
　
「
暗
い
夏
の
夜
を
選
ん
で
舟
を
沖
に
出
し
'
籍
を

焚
い
た
り
、
石
油
灯
を
乱
し
た
り
し
て
火
に
寄
っ
て
来
る
魚
を
、
長
柄
の
玉
絢

で
掬
っ
た
り
、
糸
を
垂
れ
て
釣
っ
た
り
す
る
漁
法
で
あ
る
」
　
(
俳
句
歳
時
記
-

平
凡
社
)

倉
橋
把
で
は
'
笠
火
で
夜
魚
を
と
る
の
は
旧
三
、
四
'
五
、
六
月
に
か
け
て

清
月
あ
た
り
を
避
け
て
お
こ
な
う
と
い
う
.
静
か
な
夜
、
日
が
暮
れ
て
間
も
な

い
管
の
ロ
か
ら
沖
に
出
て
拭
火
を
焚
い
て
、
三
、
四
時
間
釣
り
を
し
て
、
夜
は

1
時
火
を
消
し
て
や
す
み
、
再
び
三
時
頃
か
ら
東
が
白
み
始
め
る
頃
ま
で
釣
り

を
す
る
と
い
う
。
「
漁
人
の
燈
火
」
　
「
山
の
端
に
月
傾
け
ば
」
と
か
ら
'
初
旬

か
ら
'
満
月
前
の
中
旬
に
か
け
て
の
時
期
が
思
わ
れ
る
。

㊤
、
河
の
干
満
と
月
に
つ
い
て

瀬
戸
内
海
の
潮
汐
は
「
大
阪
よ
り
備
後
白
石
ま
で
五
十
五
里
に
て
か
は
し
、

L
は
下
へ
み
つ
る
。
白
石
よ
り
周
防
さ
う
し
迄
四
十
里
に
て
か
は
し
、
L
は
か

み
へ
み
つ
る
。
さ
う
L
よ
り
筑
前
山
が
.
の
岬
ま
で
、
四
十
五
里
に
て
か
は
し
'

こ
の
汐
下
へ
み
つ
る
。
-
此
故
に
大
阪
の
清
語
は
白
石
の
干
詰
也
。
白
石
の
干

語
は
さ
う
じ
の
清
詰
也
。
さ
う
じ
の
み
ち
つ
め
は
山
鹿
の
干
詰
也
」
　
(
海
事
史

料
だ
書
巻
八
、
諸
国
潮
境
-
3
3
頁
)
と
あ
っ
て
'
岡
山
県
の
自
石
島
を
中
心

に
'
上
と
下
と
の
潮
が
出
合
い
'
そ
こ
を
さ
か
い
に
溝
ち
引
く
こ
と
が
わ
か

倉橋湾近辺の潮汐
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る
。
一
般
的
に
い
っ
て
'
大
阪
か
ら
白
石
辺
り
ま
で
清
ち
洞
に
の
っ
て
西
下

し
、
白
石
よ
り
西
は
引
き
潮
に
の
っ
て
西
下
す
る
こ
と
に
な
る
。

倉
桶
湾
あ
た
り
は
ど
う
だ
ろ
う
か
O
倉
橋
湾
内
は
浜
辺
か
ら
1
0
0
m
く
ら
い

沖
で
、
急
に
水
深
1
5
m
に
深
ま
っ
て
渦
巻
い
て
い
る
が
、
舟
を
漕
ぐ
に
は
大
し
て

影
響
は
な
い
。
岩
国
あ
た
り
を
目
ざ
す
に
は
、
湾
の
沖
で
満
ち
糊
に
乗
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
沖
で
ち
ょ
う
ど
満
ち
潮
に
の
る
よ
う
に
'
引
き
潮
時
に
湾
内
を

出
る
。
小
さ
な
漕
ぎ
舟
で
1
5
分
も
あ
れ
ば
湾
を
出
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
だ
。

な
み
ち
か

そ
れ
か
ら
'
こ
の
あ
た
り
で
は
、
月
の
出
'
月
の
入
り
が
中
満
(
半
分
潮
が



満
ち
て
い
る
状
態
)
と
開
い
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
'
月
の
出
か
ら
月
の
入
り
ま

で
の
潮
の
動
き
は
'
中
溝
か
ら
満
期
、
溝
潮
か
ら
干
潮
'
干
洞
か
ら
中
清
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
倉
橋
湾
を
船
出
す
る
た
め
に
は
、
満
ち
潮
時
の
月
の
出
頃
は

不
適
当
で
'
引
き
潮
時
の
月
の
入
り
前
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

・
次
に
昭
和
四
十
丁
年
旧
六
月
丁
目
以
降
の
呉
港
に
お
け
る
糊
汐
表
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

海
上
保
安
庁
水
路
部
の
計
算
に
よ
る
と
、
西
暦
七
三
六
年
八
月
1
日
(
太
陽

磨
)
　
に
お
け
る
呉
港
の
潮
汐
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
大
ま
か
に
言
っ
て
、
七
三
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六
年
八
月
i
日
頃
の
桝
汐
は
昭
和
四
十
1
年
八
月
四
、
五
日
頃
の
河
汐
に
は
ゞ

同
じ
よ
う
で
あ
る
。

右
の
表
か
ら
、
倉
荷
湾
の
'
満
月
を
さ
け
た
、
引
き
潮
時
の
月
の
入
り
前
の

船
出
の
時
期
と
い
え
ば
'
七
日
か
ら
十
二
'
三
日
ぐ
ら
い
の
間
で
あ
ろ
う
。

・
久
米
馬
は
'
「
(
三
六
二
二
)
月
よ
み
の
光
を
活
み
夕
凪
に
」
で
夕
凪
時
に

月
が
明
る
く
、
(
三
六
二
三
)
　
「
山
の
蛤
に
月
か
た
ぶ
け
ば
-
」
　
(
三
六
二

四
)
　
「
わ
れ
の
み
や
夜
船
は
漕
ぐ
と
恩
へ
れ
ば
」
か
ら
、
、
夜
の
間
に
月
が
沈

ん
で
そ
の
あ
と
ま
っ
く
ら
で
'
日
の
出
ま
で
に
大
分
間
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

か
ら
、
十
日
か
ら
十
三
日
の
問
の
ど
れ
か
'
そ
れ
に
呉
の
潮
位
表
か
ら
、
船
の

押
出
し
の
潮
流
に
都
合
の
い
い
六
月
十
一
D
=
頃
を
1
応
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。

な
お
、
『
長
門
島
考
』
に
お
い
て
、
扇
畑
氏
は
「
巻
十
五
の
歌
の
詞
宙
に
は
、

夏
六
月
と
あ
り
、
『
万
葉
集
年
表
』
に
よ
れ
ば
'
陽
暦
八
月
に
相
当
す
る
の

で
、
あ
た
か
も
そ
の
期
を
え
ら
ん
で
私
は
そ
の
地
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
八
月

三
日
の
夕
刻
-
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
'
使
節
一
行
の
立
寄
り
時
期
を
八
月
三

日
、
四
日
　
(
旧
'
六
月
、
十
八
、
十
九
日
)
頃
と
推
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
は
月
、
潮
の
関
係
で
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

八
'
疑
問
点
に
つ
い
て
'

追
新
羅
使
1
行
が
長
門
島
に
た
ち
よ
っ
た
時
期
を
、
月
、
湖
の
関
係
か
ら
六

月
七
日
か
ら
十
三
月
の
問
'
久
米
氏
の
お
考
え
に
従
っ
て
十
1
D
j
と
想
定
し
よ

う
。
し
か
し
'
そ
れ
で
も
な
お
二
、
三
の
疑
問
が
残
る
。

0

⑦
　
(
三
六
一
九
)
　
「
桟
の
問
ゆ
放
つ
山
川
絶
え
ず
あ
ろ
ば
ま
た
も
相
見
む
秋

O

O

O

O

か
た
ま
け
て
」
と
t
行
は
同
じ
く
長
門
島
で
詠
ん
で
い
る
.
「
秋
が
近
ず
い

て
、
秋
に
な
っ
て
」
再
び
帰
途
に
長
門
島
を
見
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
六
月

始
め
に
抗
津
を
船
出
し
、
筑
紫
で
既
に
立
秋
(
六
月
二
十
三
日
頃
)
を
迎
え
て

い
た
一
行
の
瀬
戸
内
海
航
行
の
途
中
に
、
長
門
島
で
の
「
秋
か
た
ま
け
て
」
の

歌
を
と
り
立
て
て
み
る
と
日
程
に
矛
盾
を
感
じ
る
。
秋
に
な
っ
た
ら
帰
り
た
い

と
い
う
祈
願
を
託
し
た
修
辞
表
現
と
考
え
る
に
し
て
も
、
こ
の
歌
を
詠
む
か
ぎ

り
、
長
門
島
に
立
ち
寄
っ
た
の
は
十
t
日
よ
り
ず
っ
と
以
前
で
あ
る
よ
う
な
印

象
を
う
け
る
。
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㊥
　
万
葉
集
私
注
(
土
屋
文
明
著
)
で
は
巻
十
五
の
前
半
は
特
に
題
詞
と
歌
と

が
契
合
を
欠
-
場
合
が
多
い
と
指
摘
し
て
あ
る
。
例
え
ば
(
三
六
五
一
)
　
「
ぬ

ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
は
早
も
い
で
ぬ
か
も
-
」
を
「
こ
れ
も
題
詞
の
如
く
遭
難

中
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
-
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
立
つ
と
、
(
三

六
1
九
)
　
「
秋
か
た
ま
け
て
」
の
歌
も
長
門
島
で
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
と
撃
っ
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
0
　
1
方
'
長
門
島
の
「
秋
か
た
ま
け

て
」
の
歌
に
固
執
す
る
な
ら
へ
　
「
夏
六
月
」
出
発
と
い
う
題
詞
の
出
発
時
期
す

ら
疑
問
に
思
え
て
く
る
o

G
)
　
使
節
1
行
の
肺
津
船
出
の
時
期
を
、
岩
波
古
典
大
系
で
は
大
船
の
船
出
に

都
合
の
よ
い
大
潮
を
(
大
系
万
策
四
、
5
7
頁
)
　
つ
ま
り
は
六
月
朔
を
、
万
葉
集

注
釈
で
は
「
大
潮
を
待
っ
て
船
出
す
る
こ
と
は
あ
た
ら
な
い
」
　
(
巻
十
五
注
釈

2
3
頁
)
と
あ
っ
て
定
見
が
わ
か
れ
て
い
る
o

万
葉
葉
巻
十
五
の
退
新
羅
使
節
一
行
が
長
門
島
に
立
ち
よ
っ
た
の
は
い
つ
ご

ろ
で
あ
ろ
う
か
、
と
長
門
島
で
詠
ん
だ
八
首
の
歌
を
中
心
に
考
え
て
み
た
が
、

結
局
は
っ
き
り
し
た
事
は
掴
め
な
い
。
掴
め
な
い
ま
1
に
'
考
え
た
材
料
の
あ

れ
こ
れ
を
並
べ
さ
せ
て
頂
い
た
o
立
秋
'
逆
風
'
潮
汐
等
に
つ
い
て
中
央
気
象

台
庁
予
報
課
'
久
米
府
考
氏
に
大
変
親
切
な
衝
撃
不
を
い
た
だ
い
た
。

(
広
島
県
音
戸
高
等
学
校
教
諭
)
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