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「天離る齢よりJ

ロ
ー
ラ
ン
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
l

ご
臨
席
の
皆
様
、
万
葉
集
の
巻
の
第
三
に
は
、
柿
本
人
麻
呂
の
次
の
一
首
が

あ
り
ま
す
。

天
離
る
都
の
長
道
ゆ
恋
ひ
来
れ
ば
・
・
・

・

ま
た
、
巻
の
五
に
は

い
っ
と
ぜ

天
離

る

都

に

五
年
住
ま
ひ
つ
つ

と
あ
り
、
こ
の
「
天
離
る
」
は
、
皆
様
よ
く
ご
存
じ
の
枕
詞
で
、
万
葉
集
の
ほ

か
た
く
さ
ん
の
歌
で
も
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

本
日
の
短
い
お
話
し
の
題
が
、
皆
様
を
驚
か
せ
た
り
し
な
け
れ
ば
よ
い
が
、

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
は
、

万
葉
集
に
つ
い
て
の
講
義

の
よ
う
な
も
の
を
用
意
し
て
い
る
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
こ
の
枕
詞
の
、

係
り
方
や
語
源
な
ど
、
ま
だ
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

講
演
を
す
る
つ
も
り
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
御
安
心
く
だ
さ
い
。

枕
詞
の
「
天
離
る
」
に
関
し
ま
し
て
は
、
外
に
「
天
さ
が
る
」
の
形
も
あ
り

ま
し
て
、
万
葉
集
で
は

「
天
離
る
」
の
十
六
例
に
対
し
て
、
「
天
さ
が
る
」
の

ほ
う
は
た
だ

一
首
に
し
か
登
場
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
な
ぜ
、
日
本
の
中
世
以

降
で
は
比
率
が
反
対
に
な
り
、
「
天
さ
が
る
」
の
ほ
う
が
主
流
に
な
っ
て
い
く

の
か
な
ど
、
そ
れ
は
そ
れ
で
私
と
し
て
興
味
の
つ
き
な
い
テ
!
マ
で
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
ろ
い
う
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ
で
何
ら
か
の
推
論
を
試
み
よ
う
と
い
う

わ
け
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
本
日
の
さ
さ
や
か
な
お
喋
り
の
、
言
わ
ば
モ

ッ

ト
ー
と
し
て
、
こ
の
枕
詞
を
選
び
ま
し
た
の
は
、
私
は
か
ね
が
ね
、

こ
の
短
い

お
ん

「天
離
る
」
と
い
う
枕
詞
が
、

こ
の
五
つ
の
音
と
、
つ
ぎ
に
く
る
「
部
」
と
い

う
言
葉
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
本
学
の
状
況
、
あ
る
い
は

日
本
学
研
究
者
と
し
て
私
が
置
か
れ
た
立
場
と
い
っ
た
も
の
を
、
ま
さ
に
、
ズ

パ
リ
と
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
本
日

の
私
の
話
に
は
|
外
国
に
お
け
る
日
本
学
研
究
の
難
し
さ
と
可
能
性
に
つ
い

て
の
私
見
ー
と
い
う
副
題
が

つ
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
テ
!
マ
に

つ
い
て

順
次
お
話
し
す
る
な
か
で
、
あ
ま
り
身
構
え
ず
に
、
客
観
的
事
実
に
、
あ
る
い

は
主
観
的
な
評
価
や
、
時
に
は
、
私
自
身
の
歩
み
を
交
え
な
が
ら
、

• 

そ
の
こ
と
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... 

... 

ん
の
一
握
り
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
は
次
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
日
本
全
国
て
ア
百
の
句
誌
が
出
版
さ
れ

て
い
ま
す
。
大
阪
だ
け
で
も
、
藍
、
網
代
、
岩
戸
、
伎
芸
天
、
は
な
が
た
み
、

寄
生
木
、
淀
な
ど
、

三
十
以
上
あ
り
、
す
べ
て
が
文
学
研
究
者
の
資
料
に
な
り

ま
す
。
日
本
で
は
こ
の
よ
う
な
雑
誌
は
す
べ
て
揃
っ
て
い
ま
す
が
、
私
共
の
国

に
は
ほ
ん
の
少
し
し
か
な
い
な
ど
・
。

こ
の
よ
う
に
、
ち
ょ

っ
と
申
し
上
げ
た
だ
け
で
も
、
な
ぜ
、
私
た
ち
日
本
学

研
究
者
が
、
時
々

「空
遠
く
離
れ
た
国
」
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「
天
離
る
都
」
に
住

ん
で
い
る
人
間
の
よ
う
に
感
じ
る
の
か
よ
く
お
解
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

二
人
の
師
が
あ
り
、
一
人
は
、
オ
ス
カ
l
・
ベ
ン
ル
(
池
田
亀
鑑
、
久
松
潜
-

両
教
授
に
師
事
し
た
学
者
で
し
た
)
で
、
歌
論
と
平
安
文
学
が
専
門
で
、
源
氏

物
語
の
ド
イ
ツ
語
訳
者
で
し
た
。
も
う

一
人
は
ギ
ュ
ソ
タ
l
・
ウ
ェ
ソ
ク
(
亀

井
孝
教
授
の
友
人
で
し
た
)
で
、
当
時
万
葉
仮
名
の
音
声
学
的
研
究
を
専
門
と

し
、
著
書
に
『
日
本
語
音
声
学
史
』
四
巻
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
二
人
の
業
績

の
大
き
さ
は
、
ま
さ
に
圧
倒
的
で
、
化
け
物
の
ご
と
く
に
さ
え
思
わ
れ
た
も
の

で
し
た
。
で
、
私
が
決
め
た
こ
と
は
、
「
平
安
時
代
と
奈
良
時
代
だ
け
は
や
ら

な
い
、
で
き
た
ら
中
心
的
文
学
作
品
を
さ
け
る
、
音
声
学
も
で
き
る
か
ぎ
り
避

け
る
」
と
い
う
方
針
で
し
た
。
文
献
目
録
な
ど
調
べ
ま
す
と
、
平
安
時
代
文
学

や
万
葉
集
に
つ
い
て
は
日
本
の
図
書
館
に
は
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
単
位
で
書
架
を
埋

め
つ
く
し
て
い
る
文
献
が
あ
る
の
に
た
い
し
、
私
た
ち
の
「
天
離
る
都
」
に
は

テ
ク
ス
ト
も
す
く
な
け
れ
ば
、
研
究
書
も
少
し
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
、
私
の
決
意
は
ま
す
ま
す
堅
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
訳
で
、
「
中
世
」
に
降
下
し
た
私
で
し
た
。
が
、
こ
こ
で
も
能
の

よ
う
な
高
級
文
学
で
は
な
く
幸
若
舞
曲
と
い
う
、
中
心
か
ら
は
非
常
に
遠
く
は

ず
れ
た
周
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
語
り
物
の
ジ
ャ
ソ
ル
で
し
た
。
こ
の
分
野

で
は
、
都
の
日
本
と
部
の
ハ
ソ
ブ
ル
ク
の
差
は
、
「
空
遠
く
離
れ
て
」
と
い
う

ほ
ど
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
ジ
ャ
ソ
ル
は
日

本
で
も
ま
だ
殆
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
分
野
だ
っ
た
の
で
す
。
笹
野
竪
先

生
編
の
テ
ク
ス
ト

(
『
幸
若
舞
曲
集
』
)
と

一
、
ニ
の
研
究
論
文
が
あ
る
だ
け

で
し
た
。

で
は
、
ド
イ
ツ
人
日
本
学
研
究
者
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
ど
う
す
べ

き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

も
っ
と
も
簡
単
な
解
決
法
が
あ
り
ま
す
。
日
本
学
研
究
の

「都
」
、
日
本
に

引
っ
越
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
国
立
国
会
図
書
館
、
あ
る
い
は
国
文

学
研
究
資
料
館
の
と
な
り
に
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
愛
書
家
向
の

本
の
宝
の
山
に
固
ま
れ
て
・

・・
・
(と
い
う
こ
と
で
す
が
だ
れ
に
で
も
で
き
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
)。

本
日
の
話
で
は
、
私
が
研
究
者
と
し
て
歩
ん
だ
道
や
研
究
内
容
に
つ
い
て
も

述
べ
る
よ
う
に
と
の
仰
せ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
こ
こ
で
、
こ
の
天
離

る
都
に
お
け
る
、
私
自
身
の
旅
の

一
里
塚
に
つ
い
て
、
時
々
は
ま
じ
め
き
を
抜

き
に
し
つ
つ
、
ま
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
な
が
ら
、
短
く
お
話
し
し
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
。

私
が
博
士
論
文
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
お
も
っ
て
論
文
の
テ
!
マ
を
探
し
は
じ

め
ま
し
た
の
は

一
九
六
四
年
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
私
に
は

「
幸
い

初
め
て
日
本
の
土
を
踏
ん
だ
の
は

一
九
七

O
年
で
、
博
士
論
文
完
成
後
三
年

後
の
こ
と
で
し
た
。
私
の
専
門
を
関
か
れ
て
、
「
幸
若
舞
」
と
答
え
た
あ
と
、

い
つ
も
、
そ
れ
が
何
な
の
か
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「天離る都より」61 



の
幸
に
若
者
の
若
」
と
い
う
よ
う
に
言
い
つ
つ
、
品
川
に
漢
字
を
一
u
い
て
み
せ
た

も
の
で
す
。
日
本
で
幸
奈
ブ
!
ム
が
始
ま
っ
た
の
は
、
弘
の
博
士
論
文
よ
り
十

年
後
の
こ
と
で
し
た
。
(
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
私
の
論
文
と
ブ
!
ム
と
は
全

く
関
係
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
)

私
に
と
り
ま
し
て
は
、
こ
の
幸
若
論
文
で
の
経
験
は
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
後
も
研
究
指
針
と
な
る
も
の
で
し
た
。
訟
が
発
見
し
た
の
は
、
こ
れ
は
勿

論
誇
張
し
た
言
い
方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
「
周
辺
を
、
選
択
の
試
金
石
な
い
し

は
原
理
」
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
、
「
日
本
学
に
お
け
る
生
態
学
的
地

位
」
(
つ
ま
り
日
本
学
の
中
の
生
態
学
的
場
所
)
を
探
す
こ
と
が
、
「
天
離
る

部
」
の
自
己
主
張
と
権
利
が
認
め
ら
れ
る
に
は
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
訳
で
、
侍
士
論
文
の
後
、
弘
の
研
究
の
関
心
は
、
近
代
以
前
の

文
学
で
は
、
市
古
貞
次
教
授
の
有
名
な
著
m
u
(
『
中
世
小
説
の
研
究
』
)
の
外
、

あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
御
伽
草
子
に
む
か
い
、
近
現
代
文
学
の
分
野

で
も
、
政
治
詩
歌
と
い
う
こ
れ
ま
た
周
辺
の
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
ジ
ャ

ン
ル
を
と
り
あ
げ
、
こ
こ
か
ら
今
度
は
中
世
の
な
ぞ
な
ぞ
と
小
歌
に
進
み
ま
し

た
。
と
、
申
し
上
げ
て
も
、
も
う
皆
綴
驚
か
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

む
ろ
ん
、
小
歌
も
、
あ
の
人
口
に
勝
。
択
し
て
お
り
ま
す
国
吟
集
』
で
は
な
く
、

私
は
、
研
究
の
進
ん
で
い
な
か
っ
た
コ
訴
安
小
歌
集
』
に
注
目
し
ま
し
た
。

ま
た
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら
「
職
人
歌
合
」
と
い
う
テ
l
マ
に
取
り
組
ん
で
お

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
文
学
の
中
心
的
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
宗
祇
や

宗
長
や
心
敬
を
輩
出
し
ま
し
た
室
町
と
い
う
時
代
の
文
京
と
し
て
、
段
も
，
-

3

な
作
品
と
い
う
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

十
年
ほ
ど
前
こ
一
回
仙
の
国
文
学
研
究
資

-

館
に
招
か

た
。
客
員
教
授
は
共
同
研
究
の
テ
i
マ
を
提
案
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し

て
、
私
が
こ
の
周
縁
の
と
由
・
し
ま
し
ょ
う
か
、
高
級
文
学
に
は
入
ら
な
い
「
職

人
和
歌
」
を
と
り
あ
げ
た
い
と
申
し
上
げ
る
と
、
皆
さ
ん
呆
れ
た
よ
う
な
、
ま

m
b
c
入
っ
た
よ
う
な
顔
を
な
さ
っ
た
の
を
、
今
で
も
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
。

た

「
工
一
離
る
部
」
に
お
け
る
i
一
品
研
究
に
叩
さ
れ
て
い
る
可
能
仔
の

一
つ
を
ご
紹
介
し
よ
う
と
思
っ
て
、
私
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
被
鍔
し
な
が
ら
、
個

人
的
な
お
話
し
を
こ
こ
ま
で
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

た
だ
、
こ
の
「
周
縁
主
義
(
周
縁
の
原
則
)
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
で

十
分
、
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
私
の
場
合
も
百
パ
!
セ
ソ
ト
こ
れ

で
満
足
し
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
部
に
あ
る
者
の
も
つ

可
能
性
、
む
し
ろ
、
主
流
、
つ
ま
り
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
か
ら
ず
っ
と
離
れ
た

部
に
住
む
者
こ
そ
が
持
つ
可
能
性
、
と
私
は
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
が
、
そ
の

一
一
つ
自
の
可
能
性
で
補
う
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

学
問
の
国
際
化
と
い
わ
れ
て
久
し
く
な
り
ま
す
が
、
い
ま
で
も
あ
る
種
の
、

歴
史
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
、
独
特
の
対
象
へ
の
接
近
の
仕
方
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
な
い
し
は
、
し
ば
し

ば
、
国
々
の
間
で
さ
え
も
、
違
っ
た
独
特
の
問
題
提
起
の
あ
り
方
と
い
う
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
と
恩
わ
れ
ま
す
。
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
日
本
の
文
学
者
の
方

が
「
国
学
」
を
伝
統
あ
る
い
は
学
問
の
歴
史
の
一
部
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
文
科
学
の
研
究
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
解
釈
学
の
伝
統
に

立
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
化
や
精
神
を
対
象
と
す
る
人
文
科
学
の
分
野

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
「
同
じ
こ
と
」
を
や
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
、

「
同
じ
こ
と
」
を
や
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
は
何

皆
句
、

， 

た
こ
と

.aあ
り
ま
し
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事

‘ 

れ
ま
す
c

今
現
在
の
研
究
対
象
は
、
職
人
歌
合
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
、
岩
崎
佳

枝
氏
、
ま
た
は
網
野
善
彦
氏
の
よ
う
な
日
本
人
研
究
者
の
挙
げ
て
こ
ら
れ
た
、

す
ば
ら
し
い
成
果
を
コ
ピ
ー
す
る
の
で
は
な
く
、
私
が
一
九
八
七
年
に
提
案
し

ま
し
た
、

「文
学
受
容
形
式
と
し
て
の
パ
ロ
デ
ィ
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ

て
研
究
を
進
め
て
参
り
ま
し
た
。

皆
様
、
こ
こ
に
例
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
私
の
個
人
的
な
経
験
を
、
先
に
申
し

上
げ
た
外
国
の
日
本
学
研
究
が
お
か
れ
た
客
観
的
な
条
件
と
結
び
付
け
て
み
ま

す
と
き
、
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
第

一
の
結
論
に
達
し
ま
す
。

天
離
る
都
の
本
質
的
性
格
に
起
因
す
る
客
観
的
な
難
し
さ
も
確
か
に
存
在
し

ま
す
。
存
在
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
研
究
対
象
を
意
識
的
に
選
び
、
そ
の
領
域

を
限
れ
ば
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
的
伝
統
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
隣
接
科

学
で
試
さ
れ
た
問
題
提
起
と
対
象
へ
の
取
り
組
み
方
を
利
用
す
れ
ば
、
そ
こ
に

外
国
に
お
け
る
日
本
学
に
も
意
義
の
あ
る
可
能
性
が
見
い
だ
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

'" 

カ
違
τ
た
え
庁
凡
て
変
る
と
し
う
こ
と
に
な
り
ま
す
c

私
自
身
の
研
究
を
例
に
と
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
幸
若
舞
曲
の
研
究
で
は
、

日
本
で
も
よ
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
私
も
大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
る
こ
と
で
す
が
、
幸
若
の

「大
頭
本
」
に
当
た

っ
て
、
ほ
ぼ
千
二
百
例
の
、

時
制
と
完
了
ア
ス
ペ
ク
ト
の
助
動
詞

(キ

と

ケ

リ
、
ツ

と
ヌ
、
タ
リ
と

リ
の
対
立
)
を
挙
げ
、
記
述
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
問
題
に
し

ま
し
た
の
は
、
中
世
後
期
の
日
本
語
に
、
も
し
か
し
た
ら
日
本
語
そ
の
も
の
に
、

よ
く
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
な

「文
法
上
の
時
制

(
ケ
り
に
よ
る
過
去
)
イ

コ
ー
ル

(実
在
の
)
過
去
」
と
い
う
公
式
が
当
て
は
ま
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
で
し
た
。

幸
若
舞
曲
の
文
学
的
取
り
組
み
に
お
け
る
私
の
テ
!
ゼ
は
、
お
よ
そ
「
語
る
」

と
い
う
行
動
と
い
う
も
の
は
時
間
の
軸
に
沿
っ
て
進
行
す
る
は
ず
だ
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
「
語
り
の
時
間
」
と
「
語
ら
れ
た
時
間
」
の
違
い
は
時
間
の
縮
約

(絡
み
)
と
伸
張

(伸
び
)
と
い
う
い
わ
ば
物
的
な
差
異
に
あ
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
そ
こ
で
、
私
の
関
心
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
の
、
時
間
的
組
み
立
て
方

の
問
題
、
特
に
、
ど
の
程
度
に
、
そ
し
て
ど
の
場
所
で
語
り
手
が

(物
語
の
筋

の
上
の
効
果
か
ら
だ
け
で
な
く
)
純
粋
に
時
間
的
な
構
成
の
為
に

(夢
や
祈
り

な
ど
の
)
「
時
間
的
な
予
言
」
を
利
用
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
あ
り
ま
し

た
。

た
だ
、
私
が
考
え
ま
す
に
、
そ
れ
で
も
ま
だ
十
分
と
は
申
せ
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
こ
の
話
の
最
後
の
部
分
で
は
、
日
本
学
研
究
に
い
ま
必
要
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
希
望
、
将
来
へ
の
展
望
と
い

っ
た
こ
と
に
触
れ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

学
問
は
国
際
化
を
必
要
と
し
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
対
話
も
必
要
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
二
つ
を
通
し
て

「
天
離
る
都
」
に
お
け
る
難
し
さ
を
和
ら
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
私
に
は
そ
の
条
件
は
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
状
況
は
、
ち
ょ
っ

と
お
お
げ
さ
な
言
い
方
を

し
ま
す
と
、
日
に
日
に
、
刻

一
刻
と
よ
く
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
国

政
治
詩
歌
で
も
短
歌
に
反
映
し
て
い
る
政
治
的
現
実
と
い
う
よ
り
、
い
わ
ゆ

る

「
目
的
意
識
の
あ
る
詩
歌

(文
学
)」

に
一
般
的
な
性
格
や
特
徴
を
問
題
に

い
た
し
ま
し
た
。
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
皆
様
ち
ょ
っ

と
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
中
世
の
仏
教
詩
歌
、
例
え
ば
親
驚
上
人
の
和
讃
や
、
渡
辺
順

三
の
政
治
短
歌
や
平
和
運
動
に
お
け
る
短
歌
な
ど
に
も
共
通
す
る
も
の
が
見
ら

. 
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際
化
と
対
話
の
柱
の
一
つ
は
専
門
家
、
な
ら
び
に
組
織
同
士
の
協
力
と
学
術
交

流
に
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
断
言
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
日
本
学
が
有
り
難
い
と
常
日
頃
感
じ
て
い
る
の
は
、

大
阪
市
立
大
学
と
の
姉
妹
校
関
係
と
広
共
の
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ハ
ン
ブ
ル
ク
の
日
本
学
は
、
学

問
研
究
活
動
に
お
い
て
、
食
大
学
と
の
交
流
と
対
話
か
ら
大
き
な
恩
恵
を
受
け

て
い
る
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
深
い
感
謝
の
念
を
い
だ
い
て
い
る
の
で
す
。

決
し
て
、
外
交
辞
令
と
し
て
、
こ
う
申
し
上
げ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体

的
に
・
申
し
上
げ
ま
す
と
、
マ
ル
ク
ス

・
リ
ュ
ッ
タ

i
マ
ソ
の
「
菅
の
浦
」
に
つ

い
て
の
博
士
論
文
は
、
河
音
能
一
半
教
授
の
ご
指
導
を
得
て
初
め
て
あ
の
よ
う
に

立
派
に
仕
上
が
り
ま
し
た
し
、
フ
オ
ル
マ

l
博
士
の
就
職
論
文
(
ヱ
与
口
町
民
一
0
3
)

も
、
阪
口
弘
之
教
授
の
支
え
が
あ
っ
て
こ
そ
、
あ
の
成
果
に
つ
な
が
っ
た
と
忠

わ
れ
る
の
で
す
。
私
自
身
も
七
十
一
今
職
人
歌
合
の
「
シ

i
ボ
ル
ト
本
」
刊
行

に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
阪
市
立
大
学
、
と
り
聖
〉
け
阪
口
弘
之
授
と
の
協
力
か

ら
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

ご
る
郎
」
に
あ
る
日
山
学
に
と
り
ま
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
日
十
の
近

代
以
前
の
文
学
の
テ
ク
ス
ト
を
、
す
で
に
も
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
時
代
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
散
の
上
か
ら
は
少

ぎ
ま
せ
ん
し
、
ア
ク
セ
ス
上
の
制
限
も
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日

比一
世界
な
ら
び
に
図
恕
館
に
お
願
い
し
た
い
こ
と
は
、
よ
り

く
の
エ
デ
イ
シ
ョ
ン
、
そ
れ
に

過
。〉

皆
様
、
訟
は
二
分
程
前
に
協
力
(
コ
オ
ベ
レ

l
シ
ョ

γ
)
と
必
要
な
対
話

(
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
)
の
た
め
の
条
件
は
日
に
日
に
、
刻
一
刻
と
よ
く
な
っ
て
い

る
と
申
し
ま
し
た
。
こ
の
，
j
え
を
、
ち
ょ
う
ど
い
ま

く
の
テ
ク
ス
ト
、

世
界
中
の
日
本
学
者
の
た
め

に
も
ネ
ッ
ト
に
の
せ
て
い
た
だ
た
し
と
し
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
勝
る
世
界

の
日
本
学
へ
の
貢
献
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
(
わ
た
し
た
ち
研
究
者
が

食
盈
図
書
を
損
傷
し
な
い
か
心
配
し
て
来
ら
れ
た
図
説
館
長
、
資
料
館
員
の
方
々

に
と
っ
て
も
、

mu障
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
と
り
だ
す
手
間
が
省
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ま
た
経
済
的
で
も
あ
り
ま
す
。
)

そ
れ
ほ
ど
速
い
将
来
の
話
で
は
な
く
、
い
ま
、
す
で
に
可
能
な
こ
と
だ
け
で

も
、
対
話
と
協
力
関
係
の
改
替
の
チ
ャ
ン
ス
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
一
つ
の

具
体
的
な
例
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
こ
の
先
、
学
期
、
私
の
上
級
生
向
け
の
演
習

で
「
日
本
文
学
に
お
け
る
辞
世
と
巡
偽
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ゼ
ミ

は
「
セ
ミ
バ
ー
チ
ャ
ル
」
で
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
私
が
資
料
、
例
え
ば
笠
臣

秀
吉
と
か
黒
田
如
水
の
辞
世
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
載
せ

ま
す
。
学
生
は
こ
れ
を
イ

γ
タ
i
ネ
ッ
ト
上
で
読
ん
で
、
翻
訳
の
試
案
(
試
み

の
案
)
を
作
り
ま
す
。
同
綴
に
、
「
現
実
の
」
ゼ
ミ
の
結
果
(
授
業
記
録
、
翻

訳
)
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
入
れ
ま
す
。
毎
週
の
演
習
と
演
習
の
問
に
は
、
大

学
サ
ー
バ
ー
を
利
用
し
て
、

E
I
メ
イ
ル
や
、
独
自
に
設
け
ま
し
た
ニ
ュ
ー
ス

グ
ル
ー
プ
「
辞
世
」
を
つ
う
じ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
あ
っ
て
い

ま
す
。
全
て
の
資
料
と
成
果
は
、
日
本
昌
研
究
室
の
ホ

i
ム
ペ
ー
ジ
を
聞
け
ば
、

ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
端
か
ら
で
見
る
こ
と
が
で
す
。
弘
た
ち
の

よ

を

所

こ

の

情

報

う
一
度
と
り
あ
げ
、
具
体
化
し
て
み
た
い
と
思
い

新
技
術

E
1
メ
イ
ル
、
メ
イ
リ
ン
グ
リ
ス
ト

グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て
イ
ソ
タ

l
ネ
ッ
ト
は
、
い
ま
学
問
の
距
一

を

容

こ

し

、

一

し

、

可

を

生

み

出

し

て

.

り

す

。 こ
の

セ
ソ

ー
に
お
き
ま
し
て

。

ニ
ュ
ー
ス

つ
ま
り

を
縮
め
、
対
話

lω より」る「
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学
外
の
専
門
家
の
方
や
、

翻
訳
案
、
コ
メ
ソ
ト
、
指
摘
な
ど
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
に
意
図
し
て
構
築
し
て
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
日
本
か
ら
も
御
提
案

や
御
指
摘
な
ど
が
い
た
だ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
私
が
こ
こ
で
、

こ
の
日
本
一
の
大
学
情
報
セ
ソ
タ

l
で
、
こ
の
よ
う
に
申
し
あ
げ
る
の
は
理
由

の
ホ
!
ム
ペ

!
ジ
は
、

日
本
学
研
究

者「
の辞!
方世i
かゼ
らミ
も」

の
な
い
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

卑

見

に

よ

り

ま

す

れ

ば

、

学

術

協

力

の

核

を

な

す

の

は

、

大

阪

市
立
大
学
と
ハ
ソ
ブ
ル
ク
大
学
の
よ
う
な
、
円
滑
に
機
能
し
、
十
分
に
信
頼
で

き
る
大
学
問
協
定
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
も
ご
存
じ
の
と
お
り
橋
本
総
理
大
臣
と

コ
!
ル
首
相
も
、
先
頃
日
独
学
術
交
流
に
つ
い
て
取
り
決
め
を
作
り
ま
し
た
が
、

そ
の
十
三
条
で
は
、
既
存
の
協
定
を
助
成
す
る
と
明
言
い
た
し
ま
し
た
。

一
つ
の
ア
ピ
ー
ル
を
申
し
上
げ
て
お
話
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い

最
新
の
技
術
上
の
可
能
性
も
利
用
し
て
、
交
流
と
対
話
を
深
め

そ

う

す

れ

ば

、

「

天

離

る

都

」

た
と
え
ば
、

こ
こ
に
、

と
思
い
ま
す
。

ょ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

あ
る
い
は

も
い
く

ら
か
は

「都
」
日
本
に
近
づ
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

J
も
l
u

、

皆
様
を
退
屈
さ
せ
て
し
ま

っ

か
ら
の
訪
問
者
と
い
う
こ
と
に
免

は
じ
め
に
申
し
上
げ
ま
し
た
万
葉

私
の
話
が
な
が
く
な
り
過
ぎ
、

そ
れ
こ
そ
、
「
天
離
る
部
」

皆
様
、

た
と
す
れ
ば
、

じ
て
、
御
容
赦
を
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。

集
の
和
歌
は
つ
ぎ
の
一
首
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

天
離
る
都
に
五
年
住
ま
ひ
っ
つ

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

忘
ら
え
に
け
り

都
の
手
振
り
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