
現
存
す
る
も
の
で
は
、
日
本
最
古
の
歌
集
と
言
わ
れ
て
い
る
『
万

葉
集
』
に
は
、
「
夢
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
歌
が
約
百
首
ほ
ど

あ
る
。
万
葉
集
中
で
は
、
「
夢
」
は
万
葉
仮
名
で
「
伊
米
」
「
伊
目
」

な
ど
と
表
記
さ
れ
、
そ
の
音
は
「
ユ
メ
」
で
は
な
く
「
イ
メ
」
で

あ
っ
た
。
イ
メ
は
「
採
目
」
で
睡
眠
中
の
目
の
こ
と
で
あ
る
。

「
夢
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
歌
は
、
「
夢
の
通
い
路
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
恋
人
に
会
う
夢
、
つ
ま
り
恋
愛
の
歌
、

相
聞
歌
が
最
も
多
く
、
八
十
四
首
ほ
ど
あ
る
。
八
割
以
上
が
恋
の
歌

で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
当
時
の
恋
愛
に
お
い
て

「
夢
」
が
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
と
、
夢
に
そ
の
相
手
が

現
れ
る
、
逆
に
言
え
ば
、
自
分
が
相
手
を
思
う
と
、
そ
の
相
手
の
夢

に
現
れ
る
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
。
万
葉
集
の
相
聞
歌
で
歌
わ
れ
る

「
夢
」
は
前
述
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
、
恋
愛
に
お
い
て
、
恋
人
に

は
じ
め
に

二）」
会
え
な
い
と
き
の
愛
情
の
確
認
、
魂
が
通
じ
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か

を
は
か
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
夢
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
数
が
最
も
多
い
の
は
、
大
伴

家
持
で
あ
る
が
、
彼
の
歌
は
、
相
聞
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
魂
の
通
じ

合
い
を
確
認
す
る
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
で
は
な
く
、
他
の
歌
人
の

夢
の
歌
と
は
違
う
何
か
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
家
持
の
父
親
、
旅
人

の
作
品
に
も
、
他
の
歌
人
に
は
な
い
、
異
質
さ
が
あ
る
。

こ
の
二
人
は
親
子
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
作
風
は
ま
っ
た
く
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
違
う
。

ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
現
れ
た
夢
の
歌
の
代
表
作
品
を
挙
げ

て
み
る
。
旅
人
の
場
合
は
「
此
の
琴
夢
に
娘
子
に
化
り
て
日
は
く
」

で
始
ま
り
、
夢
の
中
に
乙
女
が
現
れ
、
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
と
い

う
「
大
伴
淡
等
謹
状
」
の
梧
桐
日
本
琴
の
歌
、
ま
た
こ
の
歌
と
同
じ

構
成
の
梅
花
宴
追
和
歌
の
四
首
の
う
ち
の
一
首
、
「
梅
の
花
夢
に
語

ら
く
み
や
び
た
る
花
と
我
思
う
酒
に
浮
か
べ
こ
そ
（
巻
五
八
五

と
い
う
歌
が
旅
人
の
歌
風
の
特
徴
の
は
っ
き
り
現
れ
た
歌
で

上
代

H
本
文
学
に
お
け
る
夢

旅
人
と
家
持
、
そ
の
作
風
の
相
違

佐

々

木

綾
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(1) 

『
遊
仙
窟
』
と
万
葉
集

あ
る
と
い
え
る
。

一
方
、
旅
人
の
息
子
、
家
持
に
は
相
聞
歌
が
多
い
。
中
国
的
な
感

性
を
取
り
人
れ
た
作
品
の
中
で
も
旅
人
と
対
照
的
な
の
が
、
「
夢
の

逢
ひ
は
苦
し
く
あ
り
け
り
お
ど
ろ
き
て
掻
き
探
れ
ど
も
手
に
も
触
れ

ね
ば
（
巻
四
七
四
一
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
親
子
二
人
の
歌
風
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
大
伴
旅
人
、
家
持
と
い
う
親
子
の
代
表
的
万
葉
歌
人

の
作
品
に
焦
点
を
当
て
、
両
者
の
夢
の
歌
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
て

み
た
い
。一

、
家
持
の
歌
と
中
国
文
学

旅
人
と
家
持
親
子
の
作
風
の
違
い
は
、
自
身
の
作
品
へ
の
中
国
の

文
学
の
取
り
入
れ
方
の
違
い
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

、。カ
中
国
に
は
膨
大
な
文
献
が
あ
り
、
夢
に
関
す
る
も
の
も
非
常
に
多

い
。
そ
の
中
で
も
、
旅
人
、
家
持
親
子
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、

ま
ず
第
一
に
『
遊
仙
窟
』
、
そ
し
て
「
文
選
」
の
中
の
『
高
唐
賦
』

で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
一
般
的
な
夢
の
捉
え
方
の
参
考
に
す
る
た

め
に
、
『
玉
台
新
詠
』
の
作
品
も
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

『
遊
仙
窟
』
は
張
文
成
が
著
し
た
暦
代
の
神
仙
的
通
俗
小
説
で
あ

る
が
、
奈
良
時
代
初
期
ご
ろ
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
日
本
の
文
学
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
。

『
遊
仙
窟
』
の
夢
の
場
面
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

少
時
に
し
て
坐
睡
す
れ
ば
、
則
ち
夢
に
十
娘
を
見
る
。
驚
き

覚
め
て
之
を
攪
れ
ば
忽
然
と
し
て
手
を
空
し
く
す
。
心
中
恨
快

と
し
て
、
復
た
何
ぞ
論
ず
べ
け
ん
や
。

余
、
因
っ
て
詠
じ
て
日
は
く
、

夢
の
中
に
是
れ
実
か
と
疑
ひ
し
が
、
覚
め
て
後
忽
ち
真
に

非
ざ
り
き
。

誠
に
腸
断
へ
ん
と
欲
す
る
を
知
り
ぬ
。

窮
鬼
故
に
人
を
調
か
す
や
、
と
。

天
与
の
美
貌
の
上
に
教
養
を
兼
ね
備
え
た
す
ば
ら
し
い
女
性
十
娘

に
恋
い
焦
が
れ
る
男
が
、
う
た
た
寝
を
し
て
夢
に
彼
女
を
見
た
。
捕

ま
え
よ
う
と
手
を
伸
ば
し
た
が
何
物
に
も
触
れ
な
い
。
そ
の
不
満
を

詩
に
述
べ
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
家
持
の
、

夢
の
逢
ひ
は
苦
し
く
あ
り
け
り
お
ど
ろ
き
て
掻
き
探
れ
ど
も
手

に
も
触
れ
ね
ば
（
巻
四
七
四
一
）

と
い
う
歌
と
な
っ
た
。
そ
し
て
も
う
二
首
、
家
持
の
も
の
で
は
な
い

‘、、、ヵ
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現
に
も
今
も
見
て
し
か
夢
の
み
に
手
本
纏
き
寝
と
見
れ
ば
苦
し

も
（
巻
十
ニ
二
八
八

0)

愛
し
と
思
ふ
吾
妹
を
夢
に
見
て
起
き
て
探
る
に
無
き
が
さ
ぶ
し

さ
（
巻
十
二
二
九
一
四
）

と
い
う
も
の
も
同
じ
身
上
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

万
葉
集
に
は
約
百
首
ほ
ど
の
「
夢
」
の
歌
が
あ
り
、
そ
の
八
割
以

上
が
恋
の
歌
で
あ
る
が
、
「
夢
で
逢
い
た
い
」
「
夢
に
逢
い
に
来
て
」

と
い
う
歌
が
多
く
、
以
上
の
一
二
首
の
よ
う
に
は
か
な
さ
を
歌
う
こ
と

は
例
外
的
な
こ
と
で
あ
る
。
男
が
恋
人
の
女
性
を
訪
ね
る
と
い
う
妻

問
婚
が
一
般
的
で
あ
っ
た
当
時
、
交
通
事
情
や
、
人
目
を
憚
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
毎
日
の
よ
う
に
恋
人
同
士
が
逢

う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
現
実
の
世
界
で
は
恋
し
い
相
手
に
逢

え
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
、
「
現
に
は
逢
ふ
縁
も
な
し

夢
に
だ
に
間
な
く
見
え
君
恋
に
死
ぬ
べ
し
（
巻
十
―
二
五
四

四
）
」
と
い
う
歌
や
、
「
如
何
な
ら
む
名
を
負
ふ
神
に
手
向
け
せ
ば
わ

が
思
ふ
妹
を
夢
に
だ
に
見
む
（
巻
十
―
二
四
一
八
）
」
と
言
う
歌

が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
右
の
三
首
は
、
恋
人
に
逢
っ
た
嬉
し
さ
が
「
夢
で
あ

る
」
と
判
明
し
た
こ
と
で
苦
し
さ
に
変
化
し
、
そ
の
目
覚
め
た
と
き

(2) 

の
無
念
さ
を
歌
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
首
の
心
情
は
夢
の

歌
の
中
で
も
特
殊
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

七
四
一
、
二
八
八
0
、
二
九
一
四
番
の
歌
は
、
『
遊
仙
窟
』
の
前

述
の
同
一
の
場
面
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
中
国
小
説

の
こ
の
ひ
と
つ
の
場
面
を
、
「
歌
」
と
い
う
形
式
で
、
や
ま
と
こ
と

ば
で
少
し
ず
つ
異
な
る
言
い
回
し
を
用
い
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
夢
の
逢
瀬
を
む
な
し
く
感

じ
る
そ
の
原
点
は
、
中
国
の
文
学
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。

で
は
、
他
の
中
国
文
学
に
お
け
る
「
夢
」
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
玉
台
新
詠
』
と
夢

『
文
選
』
よ
り
も
や
や
遅
れ
て
陳
の
徐
陵
が
撰
し
、
六
朝
末
期
に

編
纂
さ
れ
た
詩
集
『
玉
台
新
詠
』
に
は
、
夢
で
逢
お
う
と
願
う
よ
り

も
、
恋
し
い
人
に
逢
っ
た
が
、
そ
れ
は
実
は
夢
で
あ
っ
た
、
と
い
っ

た
詩
が
多
い
。

た
と
え
ば
、
夢
の
中
で
は
会
え
る
が
目
覚
め
る
と
何
も
な
い
、
と

い
う
詩
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

飲
馬
長
城
窟
行
一
首
（
馬
を
長
城
の
窟
に
飲
ふ
行
一
首
）

青
青
河
辺
草
綿
綿
思
遠
道
青
青
た
る
河
辺
の
草
、
綿
綿
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こ
の
場
合
、
「
故
人
」
と
は
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
で
は
な
く
、

「
古
く
か
ら
の
知
り
合
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
夢
の
中
で
な
じ

み
の
客
に
会
っ
て
、
夢
か
ら
さ
め
た
後
の
女
の
心
を
述
べ
た
も
の
で
、

「
あ
な
た
に
会
っ
た
夢
が
覚
め
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
は
じ
め
て
恨
め

し
く
な
っ
た
。
人
の
心
と
い
う
も
の
は
定
め
し
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ

誰
能
封
角
枕

長
夜
一
邊
空

ず誰
か
能
＜
角
枕
に
射
し
て
、

長
夜
一
邊
空
し
か
ら
ん

夢
見
故
人
（
夢
に
故
人
を
見
る
）

覚
罷
方
知
恨
人
心
定
不
同

覚
め
罷
み
て
方
に
恨
み
を
知

る
、
人
心
定
め
て
同
じ
か
ら

遠
道
不
可
思

夢
見
在
我
労

宿
昔
夢
見
之

忽
覚
在
他
郷

と
し
て
遠
道
思
ふ

遠
道
思
ふ
可
か
ら
ず
、
宿
昔

夢
に
之
を
見
る

夢
に
見
れ
ば
我
が
芳
に
在
り
、

忽
ち
覚
む
れ
ば
他
郷
に
在
り

（
以
下
省
略
）

三
行
目
の
と
こ
ろ
で
、
夢
の
中
で
は
、
あ
の
人
は
わ
た
し
の
側
に

い
る
が
、
覚
め
た
と
た
ん
に
も
う
他
郷
の
人
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と

い
っ
て
い
る
。

一
方
、
家
持
の
父
旅
人
の
歌
の
特
徴
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
旅
人
は

二
、
旅
人
の
歌
と
中
国
文
学

《
参
考
》

著
『
遊
仙
窟
全
講
』

（
明
治
書
院
昭
5
0
.
l
)

新
繹
漢
文
大
系
『
玉
台
新
詠
上
』
内
田
泉
之
助

（
明
治
書
院
昭
4
9
.
8
)

『
玉
台
新
詠
下
』

（
 

八
木
沢
元

II 

昭
5
0
.
5
)

II 

う
。
角
飾
の
あ
る
枕
に
対
し
て
、
長
い
夜
の
間
、
一
方
だ
け
空
し
く

あ
い
て
い
る
の
に
は
誰
が
こ
ら
え
き
れ
ま
し
ょ
う
」
と
心
情
を
詩
に

綴
っ
て
い
る
。

万
葉
集
中
の
相
聞
歌
で
は
、
「
夢
の
如
」
「
夢
か
と
思
ふ
」
と
い
う

夢
そ
の
も
の
の
は
か
な
さ
の
表
現
は
見
ら
れ
て
も
、
「
目
が
覚
め
て

あ
な
た
が
い
な
い
な
ん
て
恨
め
し
い
」
「
あ
れ
は
夢
だ
っ
た
の
か
と

悲
し
く
た
め
息
を
つ
い
た
」
と
い
う
心
情
の
も
の
は
、
家
持
の
七
四

一
番
の
歌
が
最
初
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
の
「
夢
の
逢
瀬
」
イ
コ
ー

ル
「
空
し
く
寂
し
い
」
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
中
国
文
学

の
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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旅
人
の
歌
の
中
で
、
「
夢
」
と
い
う
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
は

四
作
品
あ
る
。
そ
の
内
の
一
っ
に
旅
人
が
大
宰
の
帥
で
あ
っ
た
時
代
、

京
に
い
る
藤
原
房
前
に
送
っ
た
以
下
の
よ
う
な
書
簡
が
あ
る
。
こ
れ

が
他
の
歌
人
と
は
違
う
旅
人
独
自
の
夢
の
歌
な
の
で
あ
る
。

大
伴
淡
等
謹
み
て
状
す

梧
桐
の
日
本
琴
一
面
対
馬
結
石
山
の
孫
枝
な
り

此
の
琴
夢
に
娘
子
に
化
り
て
日
は
く
、
余
根
を
遥
島
の
崇
き

密
に
託
け
、
幹
を
九
陽
の
休
き
光
に
踊
す
。
長
く
煙
霞
を
帯

①
旅
人
の
夢

中
国
の
文
学
の
影
響
を
受
け
、
他
の
歌
人
の
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
一

風
変
わ
っ
た
夢
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
百
首
ほ
ど
あ
る
夢
の
歌
の
中

で
、
他
の
万
葉
歌
人
が
歌
に
詠
ん
だ
よ
う
な
夢
が
実
際
に
体
験
と
し

て
見
ら
れ
た
夢
な
の
か
ど
う
か
確
か
め
る
術
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

相
聞
歌
に
お
い
て
、
恋
人
に
逢
う
夢
、
死
ん
だ
人
を
恋
し
く
思
い
、

夢
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
性
と
し
て
は
十
分
に
考
え
ら
れ
、
見

た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
旅
人
の
夢
の
場
合
は
そ

う
で
は
な
い
。
琴
や
梅
と
い
っ
た
無
生
物
が
人
間
に
化
身
し
、
夢
に

現
れ
る
と
い
っ
た
構
図
は
、
旅
人
が
実
際
に
見
た
夢
で
あ
る
と
は
考

え
難
い
。
他
の
万
葉
歌
人
の
歌
の
夢
を
「
真
実
の
夢
」
と
捉
え
る
と

す
る
な
ら
ば
、
旅
人
の
夢
は
「
虚
構
の
夢
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

び
て
、

山
川
の
阿
に
逍
遥
し
、
遠
く
風
波
を
望
み
て
、
雁
と

木
と
の
間
に
出
入
す
。
唯
し
百
年
の
後
、
空
し
く
溝
堅
に
朽

ち
な
む
と
い
ふ
こ
と
を
恐
る
ら
く
の
み
。
た
ま
た
ま
良
匠
に

遭
ひ
て
、
削
り
て
小
琴
に
為
ら
る
。
質
の
施
く
音
の
少
し
き

な
る
こ
と
を
顧
み
ず
、
恒
に
君
子
の
左
琴
を
希
ふ
と
い
へ
り
。

即
ち
歌
ひ
て
日
は
く
、

如
何
に
あ
ら
む
日
の
時
に
か
も
声
知
ら
む
人
の
膝
の
上
我
が
枕

か
む
（
巻
五
八
一

0
)

僕
、
詩
詠
に
報
へ
て
日
は
く
、

言
問
は
ぬ
木
に
は
あ
り
と
も
う
る
は
し
き
君
が
手
馴
れ
の
琴
に

し
あ
る
べ
し
（
同
八
―
一
）

琴
娘
子
、
答
へ
て
日
は
く
、
「
敬
し
み
て
徳
音
を
奉
り
ぬ
。

幸
甚
幸
甚
と
い
へ
り
。
片
時
に
し
て
覚
き
、
即
ち
夢
の
言
に

感
じ
、
慨
然
と
し
て
止
黙
あ
る
こ
と
得
ず
。
故
に
公
使
に
附

け
て
、
柳
に
進
御
る
。

天
平
元
年
十
月
七
日
、
使
に
附
け
て
進
上
る

謹
通
中
衛
高
明
閤
下
謹
空

琴
が
乙
女
に
化
身
し
て
夢
に
現
れ
、
「
ど
ん
な
時
に
な
っ
た
ら
、

私
は
音
楽
を
解
す
る
人
の
膝
の
上
を
枕
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
」
と
問
い
か
け
、
そ
れ
に
「
僕
」
が
「
も
の
言
わ
ぬ
木
で

は
あ
っ
て
も
立
派
な
君
の
愛
用
の
琴
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
歌
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で
答
え
、
ま
た
乙
女
が
そ
れ
に
応
じ
る
と
い
う
小
さ
な
物
語
形
式
の

作
品
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
首
、
旅
人
の
歌
で
、
こ
の
琴
の
書
状
と
似
通
っ
た

歌
が
あ
る
。
そ
れ
は
梅
花
宴
追
和
歌
の
四
首
の
う
ち
の
次
の
よ
う
な

一
首
で
あ
る
。

梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
び
た
る
花
と
我
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ

そ
（
巻
五
八
五
二
）

梅
の
花
が
夢
に
現
れ
て
語
る
こ
と
に
は
、
「
私
は
み
や
び
な
花
だ

と
自
負
し
て
い
ま
す
。
ど
う
か
酒
に
浮
か
べ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
琴
の
書
状
の
前
半
部
分
、
「
此
の
琴
夢
に

娘
子
に
化
り
て
日
は
く
」
と
同
じ
発
想
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
八
五

二
番
の
歌
に
は
、
娘
に
化
身
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
歌
の
主
題
は
梅
の
花
で
あ
る
。
琴
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
た

お
や
か
な
乙
女
に
化
身
し
た
構
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
梅
の
歌
は
、
琴
の
歌
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
旅
人

は
以
前
に
琴
の
歌
で
文
章
で
表
現
し
た
部
分
を
、
平
明
で
簡
潔
に
、

そ
し
て
美
し
さ
は
失
わ
ず
に
歌
に
し
た
の
だ
と
言
え
る
。

旅
人
の
夢
の
歌
と
万
葉
集
中
の
他
の
歌
と
の
最
大
の
違
い
、
そ
れ

は
旅
人
の
も
の
は
明
ら
か
な
「
虚
構
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

万
葉
集
中
の
他
の
相
聞
歌
に
詠
ま
れ
た
夢
が
、
実
際
に
そ
の
本
人
に

よ
っ
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
恋
人

を
夢
に
見
る
と
い
う
の
は
、
十
分
有
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

旅
人
の
夢
の
歌
は
物
語
的
虚
構
性
が
強
す
ぎ
る
。
後
に
詳
し
く
述
べ

る
が
、
『
文
選
』
に
は
、
神
で
あ
る
女
性
と
の
出
会
い
が
テ
ー
マ
で

あ
る
「
高
唐
賦
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の
物
語
を
知
っ
た
旅
人

が
、
同
じ
素
材
で
日
本
の
文
学
で
の
表
現
を
房
前
に
送
る
書
簡
で
試

み
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
果
た
し
て
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

こ
の
琴
の
歌
が
作
ら
れ
た
の
は
一
見
し
て
天
平
元
年
だ
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
旅
人
が
没
し
た
の
は
天
平
三
年
、
旅
人
の
最
晩
年
の

歌
で
あ
る
。
こ
の
琴
の
書
状
に
は
、
中
国
文
学
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
、

旅
人
の
中
国
文
学
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
が
窺
え
る
。
ま
た
、
神
仙

的
な
も
の
を
愛
し
た
旅
人
ら
し
い
作
品
で
も
あ
り
、
こ
の
書
簡
は
、

今
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
教
養
知
識
、
都
に
対
す
る
思
い
、
旅
人
が
愛

し
て
き
た
も
の
の
集
大
成
と
も
い
え
る
も
の
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

旅
人
の
こ
の
夢
の
歌
は
、
万
葉
集
の
夢
の
歌
群
で
は
ど
の
よ
う
な

位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
の
か
。

歌
の
世
界
が
「
夢
の
中
」
で
あ
る
こ
と
に
特
別
な
意
味
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

神
仙
思
想
と
旅
人

旅
人
の
琴
の
歌
は
、
『
文
選
』
の
中
の
「
高
唐
賦
」
「
神
女
賦
」
の

影
響
が
指
摘
さ
れ
る
。
前
章
の
家
持
の
作
品
の
と
こ
ろ
で
掲
げ
た

(2) 
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愛
す
べ
き
一
片
の
雲
が
浮
か
ん
で
き
た
。
そ
の
雲
は
し
ば
し
重
く

浮
雲

可
憐
片
雲
生

『
遊
仙
窟
』
も
現
実
の
女
性
で
は
な
い
、
神
女
と
も
い
う
べ
き
女
性

と
の
夢
で
の
逢
瀬
で
あ
り
、
そ
の
点
で
旅
人
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。

唯
有
楚
王
臣

欲
使
襄
王
夢

行
雨

本
是
巫
山
来

無
人
賭
容
色

曾
言
夢
相
識

暫
重
復
還
軽

応
過
白
帝
城

本
是
れ
巫
山
よ
り
来
る
、
人

の
容
色
を
賭
る
無
し

唯
楚
王
の
臣
有
り
、
曾
て
言

ふ
夢
に
相
識
る
と
。

こ
の
神
女
は
も
と
も
と
巫
山
の
奥
か
ら
来
た
も
の
で
、
誰
も
彼
女

の
姿
や
顔
色
な
ど
を
見
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
た
だ
一
人
楚
王
の
臣

で
、
宋
玉
と
い
う
人
が
い
て
、
夢
の
中
で
彼
女
と
識
り
合
い
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
け
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

憐
む
可
し
片
雲
生
ず
、
暫
く

重
く
復
た
還
た
軽
し
。

襄
王
の
夢
を
し
て
、
白
帝
城

を
過
ぐ
べ
か
ら
し
め
む
と
欲

す。

垂
れ
、
ま
た
軽
く
た
だ
よ
う
。
こ
れ
は
楚
の
襄
王
の
夢
の
中
で
、
王

に
白
帝
城
へ
通
う
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
と
し
む
け
た
も
の
ら
し
い
、

と
い
う
内
容
で
あ
る
。

ま
た
「
高
暦
賦
」
の
夢
の
物
語
は
、
詩
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
序

の
部
分
で
語
ら
れ
る
。

昔
者
、
楚
の
襄
王
、
宋
玉
と
雲
夢
の
台
に
遊
ぶ
。
高
唐
の
観

を
望
む
に
、
其
の
上
に
独
り
雲
気
有
り
。
饒
く
間
ち
に
上
り
、

忽
ち
容
を
改
め
、
須
央
の
間
に
、
変
化
し
て
窮
ま
り
無
し
。
王

玉
に
問
ひ
て
曰
く
、
此
れ
何
の
気
ぞ
や
と
。
玉
対
へ
て
曰
く
、

所
謂
朝
雲
と
い
ふ
者
な
り
と
。
王
日
く
、
何
を
か
朝
雲
と
謂
ふ

と
。
玉
曰
く
、
昔
者
、
先
王
嘗
て
高
唐
に
遊
び
、
怠
り
て
昼
寝

ね
、
夢
に
一
婦
人
を
見
る
。
日
く
、
妾
は
巫
山
の
女
な
り
。
高

唐
の
客
為
り
。
君
高
唐
に
遊
ぶ
と
聞
く
。
願
は
く
は
、
枕
席
を

薦
め
ん
と
。
王
因
っ
て
之
を
幸
す
。
去
る
と
き
辞
し
て
日
く
、

妾
は
巫
山
の
陽
、
高
丘
の
阻
に
在
り
。
且
に
は
朝
雲
と
為
り
、

暮
れ
に
は
行
雨
と
為
り
、
朝
朝
暮
暮
、
陽
台
の
下
に
あ
り
と
。

旦
朝
に
之
を
視
れ
ば
言
の
如
し
。
故
に
為
に
廟
を
立
て
、
琥
し

て
朝
雲
と
日
ふ
と
。
（
文
選
巻
第
十
九
）

襄
王
と
宋
玉
の
会
話
で
あ
る
。
雲
夢
の
台
か
ら
高
盾
の
高
殿
を
眺

め
る
と
、
そ
の
上
に
は
雲
の
気
だ
け
が
あ
り
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
の

間
に
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
、
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
。
王
が
「
こ
れ
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こ
の

は
何
の
気
か
」
と
問
う
と
、
玉
は
「
こ
れ
が
朝
雲
と
い
う
も
の
で

す
」
と
い
う
。
さ
ら
に
王
が
「
朝
雲
と
は
何
か
」
と
尋
ね
た
の
で
、

先
の
王
の
時
代
に
あ
っ
た
不
思
議
な
逸
話
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。

夢
に
一
人
の
女
性
が
現
れ
て
言
う
。
「
枕
席
を
近
づ
け
さ
せ
て
く

だ
さ
い
」
。
そ
こ
で
王
は
彼
女
を
寵
愛
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
女

は
実
は
、
雲
と
成
り
、
雨
と
成
る
と
い
う
神
仙
の
も
の
で
あ
っ
た
。

旅
人
は
以
上
の
よ
う
な
中
国
文
学
の
知
識
を
も
と
に
、
神
や
精
霊

の
類
い
と
考
え
ら
れ
る
女
性
を
主
題
に
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
旅

人
は
、
和
歌
の
世
界
で
効
果
的
に
漢
文
を
利
用
し
な
が
ら
美
し
い
夢

の

世

界

を

作

り

上

げ

た

の

だ

と

い

え

る

。

．

旅
人
の
琴
の
作
品
の
中
に
は
、
中
国
的
な
神
仙
世
界
へ
の
憧
れ
が

見
ら
れ
る
。
旅
人
に
は
、
琴
、
梅
の
歌
と
同
じ
く
虚
構
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
「
松
浦
河
に
遊
ぶ
」
（
巻
五
八
五
三

S
八
六
三
）
と
い

う
作
品
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
漢
文
の
序
と
十
一
首
の
歌
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
夢
の
中
で
は
な
く
、
直
接
の
経
験
と
し
て
描
か
れ
る
。

主
人
公
の
男
が
松
浦
河
を
遊
覧
し
て
い
る
と
、
容
姿
端
麗
な
乙
女

ら
に
出
会
っ
た
。
仙
女
で
は
な
い
か
と
問
う
と
、
自
分
た
ち
は
漁
夫

の
子
で
、
山
水
を
友
と
し
て
魚
を
釣
り
、
夫
と
な
る
貴
人
を
待
っ
て

い
た
と
答
を
る
。
以
下
、
そ
の
男
、
蓬
客
、
乙
女
ら
、
後
の
人
に
よ

る
歌
が
続
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
は
語
句
、
内
容
と
も
に
、
中

国
の
小
説
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
を
受
け
た
明
ら
か
な
虚
構
で
あ
る
。

「
松
浦
河
に
遊
ぶ
」
は
実
作
者
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
伊
藤
博
氏
の
、

こ
の
松
浦
歌
群
は
、
の
ち
に
、
都
の
吉
田
宜
や
筑
前
国
守
の
山

上
憶
良
に
旅
人
作
と
し
て
贈
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
面
か

ら
見
る
と
き
、
作
品
の
完
成
ま
で
に
、
某
人
の
加
勢
や
参
加
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
実

作
者
は
、
あ
く
ま
で
旅
人
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら

が
主
役
と
な
っ
て
い
な
い
作
を
旅
人
が
我
が
物
顔
に
心
知
れ
た

(
1
)
 

歌
友
に
贈
る
わ
け
が
な
い
と
思
う
。

と
い
う
解
説
に
従
い
た
い
。

こ
の
作
品
の
作
者
が
旅
人
で
あ
る
と
す
る
と
、
旅
人
は
こ
う
い
っ

た
仙
女
、
仙
境
と
い
う
霞
が
か
っ
た
よ
う
な
世
界
を
た
い
へ
ん
好
ん

だ
と
い
う
こ
と
が
知
れ
る
。
他
の
歌
に
混
じ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
虚

構
の
、
小
説
の
よ
う
な
歌
、
中
国
文
学
の
語
句
を
用
い
た
歌
な
ど
が

あ
る
こ
と
が
旅
人
の
歌
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
特
徴
が
房

前
に
送
る
書
簡
や
梅
花
の
宴
の
歌
で
顕
著
に
現
れ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。旅

人
が
詠
ん
だ
夢
の
歌
は
、
万
葉
集
の
夢
の
歌
群
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

旅
人
の
夢
の
歌
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
琴
の
書
簡
、
ま
た
梅

の
花
の
夢
の
歌
は
、
明
ら
か
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
虚
構
で

③
旅
人
が
見
た
夢
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あ
る
と
い
う
点
で
極
め
て
異
色
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
点
こ

そ
が
旅
人
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
新
境
地
な
の
で
あ
る
。
旅
人
以
前

の
夢
の
歌
は
、
自
然
発
生
的
に
実
際
に
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
夢

の
歌
で
あ
っ
た
が
、
旅
人
は
虚
構
の
夢
を
歌
に
詠
み
、
自
分
自
身
が

作
り
上
げ
た
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
で
表
現
し
た
。
そ
れ
は
よ
り
文
学
的

で
あ
り
、
且
つ
芸
術
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
か
。
志
村
良
治
氏
は
、

旅
人
の
こ
の
「
淡
等
謹
状
」
の
作
品
に
つ
い
て
「
日
本
の
文
芸
の
う

ち
に
、
は
じ
め
て
夢
の
世
界
を
自
覚
的
に
取
り
入
れ
」
た
も
の
で
あ

り
、
「
こ
の
意
識
的
な
虚
構
の
設
定
は
、
後
世
の
作
り
物
語
の
祖
型

を
な
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
志
村
氏

ま、
,
1
 

梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
び
た
る
花
と
我
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ

そ
（
巻
五
八
五
二
）

の
一
首
を
挙
げ
、

こ
こ
に
中
国
の
故
事
の
、
ま
っ
た
く
の
敷
き
写
し
で
は
な
い
、

旅
人
の
創
造
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
夢
を
架
空

の
世
界
と
連
結
す
る
の
は
、
い
ま
ま
で
に
な
か
っ
た
関
係
を
旅

(

3

)

 

人
が
日
本
の
詩
歌
の
中
に
歌
い
入
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

中
国
文
学
か
ら
素
材
を
得
、
そ
れ
を
歌
と
い
う
最
も
日
本
的
な
方

法
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
美
し
さ
を
損
な
う
こ
と
な
く
表
現
し
得
た

の
は
旅
人
の
手
柄
で
あ
る
。

「
淡
等
謹
状
」
と
梅
の
歌
は
他
の
夢
の
歌
と
は
異
な
り
、
「
虚

構
」
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
に
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る

の
だ
。旅

人
の
こ
の
琴
の
書
状
に
対
し
て
、
房
前
は
旅
人
の
趣
向
を
汲
ん

だ
丁
寧
な
返
信
を
送
っ
て
い
る
。

脆
き
て
芳
音
を
承
り
、
嘉
櫂
交
深
し
。
乃
ち
龍
門
の
恩
、
ま

た
蓬
身
の
上
に
厚
き
こ
と
を
知
り
ぬ
。
恋
望
の
殊
念
は
常
の

心
の
百
倍
な
り
。
謹
み
て
白
雲
の
什
に
和
へ
て
、
野
郷
の
歌

を
奏
す
。
房
前
謹
状
す
。

言
問
は
ぬ
木
に
も
あ
り
と
も
我
が
背
子
が
手
馴
れ
の
み
琴
地
に

置
か
め
や
も
（
巻
五
八
―
二
）

十
一
月
八
日
に
還
る
使
ひ
の
大
監
に
付
く

謹

通

尊

門

記

室

「
も
の
言
わ
ぬ
木
で
ま
あ
あ
っ
て
も
貴
方
様
の
ご
愛
用
の
琴
を
地

面
に
置
く
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
旅
人

は
こ
の
琴
の
書
状
の
や
り
と
り
か
ら
二
年
後
、
天
平
三
年
に
六
十
七

歳
の
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
。
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大
伴
旅
人
、
家
持
親
子
の
「
夢
」
を
用
い
た
歌
を
中
心
に
見
て
き

た
が
、
こ
の
両
者
の
違
い
は
、
す
な
わ
ち
中
国
文
学
の
取
り
入
れ
方

の
違
い
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
文
学
に
お
い
て
、
夢
は
詩
の
中
に
あ
っ
た
。
し
か
し
日
本

の
文
学
に
お
け
る
も
の
と
は
違
い
、
「
夢
の
逢
瀬
」
は
、
よ
り
「
は

か
な
さ
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
夢
の
「
は
か
な
さ
」
を
自
身

の
作
品
に
取
り
入
れ
た
の
が
、
大
伴
家
持
で
あ
る
。

そ
し
て
一
方
、
夢
の
中
で
の
神
女
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
そ
の
物

語
は
、
日
本
に
渡
り
、
旅
人
の
琴
の
書
簡
、
梅
の
花
の
歌
と
な
っ
て

万
葉
集
に
吸
収
さ
れ
た
。
旅
人
は
「
虚
構
の
夢
」
「
物
語
」
を
歌
に

す
る
こ
と
で
、
新
た
な
境
地
を
開
き
、
万
葉
集
夢
の
歌
群
の
文
学
的

レ
ベ
ル
を
高
め
た
。

結

論

《
参
考
》
全
釈
漢
文
大
系
27
『
文
選
（
文
章
編
）
二
』

（
集
英
社
昭
49)

小
尾
郊

(
l
)
伊
藤
博
『
萬
葉
集
秤
注
三
』
（
集
英
社
平
7
.
1
1
)

(
2
)
志
村
良
治
「
「
遊
仙
窟
」
と
「
淡
等
謹
状
」
ー
文
化
受
容

に
お
け
る
個
人
の
場
合
ー
」
中
国
詩
論
集
志
村
良
治
著

作
集
l

（
汲
古
書
院
昭
6
1
.
2
)

(
3
)
(
2
)
に
同
じ
。

《了》

中
国
文
学
の
取
り
入
れ
方
の
違
い
が
、
こ
の
万
葉
集
代
表
的
歌
人

親
子
の
作
風
の
違
い
を
生
み
、
そ
の
違
い
こ
そ
が
、
万
葉
集
の
夢
の

歌
を
よ
り
味
わ
い
深
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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