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枕
詞
「
瑞
垣
の
」
と
被
枕
「
久
し
」
に
関
す
る
一
考
察

横

内

亮

太

一
の
一
、
は
じ
め
に

枕
詞
と
さ
れ
る
語
の
中
で
、
特
に
用
例
の
少
な
い
語
が
あ
る
。
枕
詞
の

特
徴
を
被
枕
と
の
固
定
的
関
係
に
見
る
場
合
、
な
ぜ
少
な
い
用
例
か
ら
、

そ
れ
ら
の
「
枕
詞
」
と
被
枕
と
の
関
係
を
固
定
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が

出
来
る
の
か
、
問
題
と
な
る
。
後
述
の
よ
う
に
歌
意
と
の
関
わ
り
を
基
に

し
て
枕
詞
の
認
定
を
考
え
る
論
が
あ
る
が
、
白
井
伊
津
子
〔
一
九
九
三
年
〕

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
枕
詞
の
認
定
が
解
釈
に
よ
り
揺
れ
る
と
い
う
側
面

が
あ
る
。
ま
た
人
麻
呂
の
枕
詞
は
歌
意
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
お
り

（
一
）

、

同
じ
枕
詞
と
さ
れ
る
語
の
中
に
も
位
相
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
回
的
な
用
法
が
多
用
さ
れ
固
定
さ
れ
る
と
い
う
単
純
で
線
形
的
な
関

係
を
念
頭
に
置
く
と
、
枕
詞
と
被
枕
と
の
間
に
は
連
想
関
係
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
回
的
な
連
想
関
係
が
固
定
化
さ
れ
る
た
め
に

は
、そ
の
連
想
を
共
有
す
る
こ
と
を
許
す
基
盤
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

固
定
化
し
た
枕
詞
と
被
枕
と
の
関
係
を
形
態
的
な
側
面
か
ら
分
類
す
る
一

連
の
論

（
二
）

は
、
枕
詞
と
被
枕
の
続
き
方
の
全
体
像
を
知
る
上
で
貴
重
な

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
こ
と
は
、
個
別
的
な

検
討
を
通
し
て
、
枕
詞
と
被
枕
と
の
関
係
を
固
定
化
す
る
こ
と
を
許
す
共

時
的
な
理
解
、
即
ち
枕
詞
と
被
枕
と
の
文
脈
上
の
関
わ
り
を
求
め
る
こ
と

で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
枕
詞
「
瑞
垣
の
」
と
被
枕

「
久
し
」
と
の
関
係
を
考
え
た
い
。

一
の
二
、
「
瑞
垣
の
」
の
枕
詞
認
定

「
瑞
垣
」
の
例
は
万
葉
集
中
に
三
例
あ
る
。

娘
子
ら
が
袖
布
留
山
の
瑞
垣
の
〈
水
垣
之
〉
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
き
我

は

（

・
五
〇
一

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
三
首

略
体
歌
）

4

娘
子
ら
を
袖
布
留
山
の
瑞
垣
の
〈
水
垣
之
〉
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
け
り

我
は

（

・
二
四
一
五

寄
物
陳
思

非
略
体
歌
）

11

瑞
垣
の
〈
楉
垣
〉
久
し
き
時
ゆ
恋
す
れ
ば
我
が
帯
緩
ふ
朝
夕
ご
と
に

（

・
三
二
六
二

或
本
反
歌
）

13

こ
の
三
例
の
う
ち
、
橋
本
達
雄
〔
一
九
七
五
年
〕（
万
葉
集
枕
詞
一
覧
）

は
三
二
六
二
歌
の
み
を
枕
詞
と
し
て
立
項
し
て
い
る
。
五
〇
一
歌
や
二
四

一
五
歌
に
つ
い
て
は
「
序
詞
の
一
部
と
し
て
、
同
じ
く
「
久
し
」
に
か
か

る
例
も
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
凡
例
に
は
「
万
葉
集

中
の
枕
詞
は
網
羅
し
た
が
、
筆
者
の
見
解
に
よ
っ
て
除
い
た
も
の
も
あ
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る
。
」
と
あ
る
が
、
枕
詞
「
瑞
垣
」
に
ど
の
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
た
の

か
判
然
と
し
な
い
。
橋
本
達
雄
〔
二
〇
〇
〇
年
〕
（
編
著
）
で
は
五
〇
一

歌
（
島
田
裕
子
執
筆
）
に
つ
い
て
、
「
瑞
垣
」
を
序
詞
と
し
て
い
る
。
一

方
で
、
青
木
周
平
〔
二
〇
〇
一
年
〕
（
辞
典
。
青
木
生
子
、
橋
本
達
雄
監

修)

の
「
み
づ
か
き
の
（
水
垣
）」
の
項
（
塩
沢
一
平
執
筆
）
で
は
万
葉
集

の
三
例
と
も
枕
詞
と
さ
れ
、
「
瑞
垣
の
」
を
枕
詞
と
取
る
か
ど
う
か
の
態

度
に
は
若
干
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
橋
本
達
雄
〔
一
九
五
七
年
〕
に

お
い
て
、
記
紀
歌
謡
の
中
で
の
序
詞
の
成
長
と
展
開
を
示
す
と
い
う
目
的

の
も
と
で
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
は
「
そ
の
定
義
が
必
ず
し
も
厳
密
を
要

す
る
も
の
で
は
な
く
」
と
断
っ
た
う
え
で
、『
万
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
「
惣

釈
枕
詞
」
の
「
序
ト
云
モ
枕
詞
ノ
長
キ
ヲ
云
ヘ
リ
」
と
い
う
説
に
従
っ
て

い
る
。
橋
本
氏
が
「
万
葉
集
枕
詞
一
覧
」
に
お
い
て
こ
の
見
方
を
用
い
た

か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
は
「
「
袖
」
ま
で
が

「
布
留
」
を
導
き
、
第
三
句
ま
で
が
「
久
し
き
時
」
を
導
く
二
重
の
序
」

（
『
万
葉
集
釈
注
』
（
五
〇
一
歌
注
）
）
と
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
中
の
「
瑞

垣
」
は
二
句
以
上
よ
り
成
る
句
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い

て
、
契
沖
の
序
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
。

句
の
長
さ
と
い
う
形
態
面
で
は
な
く
、
序
詞
と
枕
詞
の
差
を
機
能
面
か

ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
井
手
至
〔
一
九
七
七
年
〕
は
、
序
詞
は
序
も
主

想
も
作
者
と
同
一
次
元
に
あ
る
が
、
枕
詞
は
そ
の
伝
承
性
、
固
定
性
に
お

い
て
主
想
と
別
次
元
に
あ
る
と
区
別
す
る
。
井
手
氏
の
説
か
ら
考
え
る
と
、

作
者
の
次
元
と
は
別
の
次
元
に
あ
る
枕
詞
は
上
か
ら
の
修
飾
を
受
け
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
は
前
に
修
飾
が
さ
れ
て
い
る

た
め
、
「
枕
詞
一
覧
」
で
は
枕
詞
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
三
二
六
二
歌
は
前

に
修
飾
が
な
い
た
め
、
枕
詞
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

（
三
）

。

井
手
氏
の
序
詞
と
枕
詞
の
区
別
に
お
い
て
、
作
者
と
同
一
次
元
に
あ
る

序
詞
は
歌
意
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
井
手
氏
の
論
よ
り
先
に
、
伊
藤

博
〔
一
九
五
三
年
〕
は
、
序
を
二
つ
持
つ
歌
と
い
う
類
型
を
捉
え
た
上
で
、

上
の
方
の
序
が
歌
の
主
意
と
意
味
の
上
で
関
係
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
の
際
に
、
五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
に
つ
い
て
、
「
袖
振
る
」
が
恋
の

主
想
と
関
わ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
上
代
の
「
袖
振
る
」
に
つ
い
て
、

鉄
野
昌
弘
〔
二
〇
〇
〇
年
〕
は
思
う
相
手
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る

相
聞
的
な
行
為
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
伊
藤
氏
の
論

の
中
で
は
「
瑞
垣
」
に
つ
い
て
は
主
想
と
の
関
わ
り
は
指
摘
さ
れ
て
い
な

い
。こ

れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
の
「
瑞

垣
」
は
、
形
態
と
し
て
は
上
か
ら
修
飾
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
序

詞
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
機
能
と
し
て
は
主
想
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
て

い
な
い
と
い
う
点
で
、
枕
詞
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
三
二
六
二
歌
で

は
枕
詞
の
よ
う
に
「
瑞
垣
」
が
使
わ
れ
る
。

な
お
三
二
六
二
歌
と
、
五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
と
の
先
後
関
係
に
つ

い
て
、
注
釈
史
で
は
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。
現
代
の
注
釈
で
は
、
『
万
葉
集

全
注
』
（
三
二
六
二
歌
注
、
曽
倉
岑
執
筆
）
が
三
二
六
二
歌
は
前
半
が
五

〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
に
類
似
し
、
後
半
が
『
遊
仙
窟
』
に
影
響
を
受
け

た
大
伴
家
持
や
田
辺
福
麻
呂
の
句
と
類
似
す
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
か
ら

「
新
旧
両
方
の
要
素
を
持
つ
が
、
当
然
作
歌
時
は
新
し
く
、
知
識
人
の
歌

で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
万
葉
集
釈
注
』
（
三
二
六
二
歌
注
）

は
「
『
遊
仙
窟
』
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
文
武
朝
晩
年
（
七
〇
四
～
七
）

の
頃
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
そ
れ
以
降
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
、

反
歌
三
二
六
一
よ
り
さ
ら
に
の
ち
に
添
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」

と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
現
代
の
注
釈
で
は
、
三
二
六
二
歌
に
見

ら
れ
る
『
遊
仙
窟
』
等
の
摂
取
か
ら
、
三
二
六
二
歌
を
五
〇
一
歌
や
二
四
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一
五
歌
よ
り
も
後
の
作
と
見
て
い
る
。『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』は
、「
「
古

詩
十
九
首
」
に
も
「
相
去
る
こ
と
日
（
ひ
び
）
に
已
に
遠
く
、
衣
帯
日
（
ひ

び
）
に
已
に
緩
ぶ
」（
文
選
二
十
九
）
、
そ
の
李
善
注
に
引
く
古
楽
府
の
「
衣

帯
日
（
ひ
び
）
に
緩
に
趨
く
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
基
づ
く
も
の
で

あ
ろ
う
。
」
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
三
二
六
二
歌
の
典
拠
の
問
題
に
は

踏
み
入
れ
る
事
は
出
来
な
い
が
、
典
拠
を
李
善
注
な
ど
に
引
か
れ
る
古
楽

府
と
考
え
る
の
な
ら
ば
、
『
万
葉
集
全
注
』
や
『
万
葉
集
釈
注
』
の
よ
う

に
三
二
六
二
歌
を
後
の
作
と
決
し
切
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
し
て
近
世
の

注
釈
、
特
に
『
古
事
記
伝
』
以
前
の
注
で
は
そ
の
逆
の
流
れ
が
考
え
ら
れ

て
い
る
（
後
述
）
。
こ
こ
に
は
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
枕
詞
「
瑞
垣
の
」

と
被
枕
「
久
し
」
と
の
関
係
へ
の
解
釈
が
関
わ
る
と
考
え
る

（
四
）

。

一
の
三
、
問
題
の
所
在

さ
て
、
序
と
被
枕
と
の
結
合
に
つ
い
て
、
枕
詞
は
慣
習
的
・
固
定
的
・

社
会
的
で
あ
り
、
序
詞
は
そ
の
場
限
り
で
個
人
的
な
も
の
と
さ
れ
る
（
土

橋
寛
〔
一
九
六
〇
年
〕
）。
そ
れ
に
対
し
「
瑞
垣
」
の
場
合
は
序
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
た
時
も
、
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
時
も
「
久
し
」
を
導
い
て

い
る
。
万
葉
集
中
実
辞
と
し
て
「
瑞
垣
」
を
用
い
た
例
は
無
い
が
、
「
瑞

垣
」
と
「
久
し
」
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
枕
詞
「
瑞

垣
の
」
と
被
枕
「
久
し
」
の
繋
が
り
に
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
瑞
垣
」
の
語
義
に
関
す
る
点
で
あ
る
。

枕
詞
「
瑞
垣
の
」
は
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
（
以
下
『
時
代

別
』
と
呼
称
）
に
は
「
神
社
の
玉
垣
の
久
し
く
栄
え
つ
づ
く
意
で
、
久
シ

に
か
か
る
。
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
、「
長
く
そ
こ
に
あ
る
も
の
」

と
い
う
「
神
社
の
垣
」
の
性
質
か
ら
「
久
し
」
を
導
い
て
い
る
。
ま
た
枕

詞
で
は
な
く
実
辞
と
し
て
の
「
瑞
垣
」
の
説
明
に
は
、
「
玉
垣
。
神
社
の

周
囲
に
あ
る
垣
を
讃
め
て
い
う
。
」
と
あ
り
、
「
瑞
垣
」
を
神
社
の
垣
と
し

て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
「
ミ
ヅ
」
は
「
形
状
言
。
若
々
し
く
生
き

生
き
と
し
た
さ
ま
。
み
ず
み
ず
し
い
さ
ま
。
事
物
の
新
し
く
清
ら
か
な
さ

ま
や
、
目
新
し
く
め
で
た
い
さ
ま
を
讃
め
て
い
う
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
美
称
と
し
て
の
「
ミ
ヅ
」
の
性
格
か
ら
は
、
実
辞
と

し
て
の
「
瑞
垣
」
を
神
社
の
垣
に
限
定
す
る
根
拠
が
判
然
と
し
な
い
。
現

に
記
紀
に
は
「
水
垣
宮
」
と
、
宮
の
名
と
し
て
「
瑞
垣
」
は
用
い
ら
れ
る
。

御
真
木
入
日
子
印
恵
命
、
師
木
の
水
垣
宮
〈
水
垣
宮
〉
に
坐
し
て
、

天
の
下
を
治
め
き
。

（
崇
神
記
）

三
年
の
秋
九
月
に
、
都
を
磯
城
に
遷
し
た
ま
ふ
。
是
を
瑞
籬
宮
〈
瑞

籬
宮
〉
と
謂
ふ
。

（
崇
神
紀
）

宮
の
名
と
し
て
も
使
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

「
瑞
垣
」
を
神
社
の
垣
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
点
に
お

い
て
、
『
時
代
別
』
の
よ
う
な
解
釈
に
は
疑
問
が
残
る
。

枕
詞
「
瑞
垣
の
」
と
被
枕
「
久
し
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
注
釈
史
に
お

い
て
も
、
「
瑞
垣
」
を
神
社
の
垣
と
限
定
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
か

ど
う
か
、
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
主
に
二
点
の
問
題
点
が
あ
る
。

第
一
に
、
記
紀
に
挙
げ
ら
れ
る
水
垣
宮
を
解
釈
に
含
め
る
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
第
二
に
、
三
二
六
二
歌
へ
の
説
明
で
あ
る
。
「
瑞
垣
」
を
神
社
の

垣
で
は
な
く
素
晴
ら
し
い
垣
一
般
を
指
す
と
考
え
た
と
し
て
も
、
五
〇
一

歌
や
二
四
一
五
歌
の
「
布
留
山
の
瑞
垣
」
な
ら
ば
、
「
布
留
山
の
す
ば
ら

し
い
垣
」
す
な
わ
ち
そ
こ
に
あ
る
「
石
上
神
宮
の
神
社
の
垣
」
を
示
す
と

捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
三
二
六
二
歌
は
「
瑞
垣
」
単
独
で
「
久
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し
」
を
導
い
て
お
り
、
文
脈
か
ら
も
神
社
の
垣
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な

い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
な
ぜ
「
瑞
垣
」
の
み
で
「
久
し
」
を
導
く
の
か

と
い
う
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

『
万
葉
集
註
釈
』
（
五
〇
一
歌
注
）
は
、

水
垣
ト
ハ
、
神
社
ノ
瑞
籬
也
。
神
ハ
ア
マ
ク
タ
リ
給
テ
、
後
ヒ
サ
シ

ケ
レ
ハ
、
ヒ
サ
シ
キ
世
ヨ
リ
ト
云
ナ
リ
。

と
す
る
。
「
瑞
垣
」
を
神
社
の
垣
一
般
を
指
す
と
捉
え
て
い
る
。

『
枕
詞
燭
明
抄
』
は
、

布
留
の
や
し
ろ
は
瑞
籬
の
宮
の
御
宇
に
た
て
ら
れ
て
わ
か
国
に
て
は

神
社
の
は
し
め
と
す
。
よ
つ
て
布
留
の
や
し
ろ
は
ふ
る
き
事
に
別
し

て
よ
め
り
。
此
故
に
久
し
き
こ
と
を
は
み
つ
か
き
の
御
代
を
申
な
り
。

ふ
る
の
神
社
の
神
垣
を
以
て
皇
居
の
み
つ
垣
の
宮
に
相
兼
て
、
み
つ

か
き
の
久
し
き
世
と
は
よ
め
る
也
。

と
す
る
。
五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
は
石
上
神
宮
が
久
し
い
こ
と
と
、
水

垣
宮
が
久
し
い
こ
と
と
を
兼
ね
て
「
久
し
」
を
導
い
て
い
る
と
説
明
し
て

い
る
。
「
久
し
」
を
導
く
神
社
の
垣
と
し
て
は
石
上
神
宮
の
神
垣
に
限
定

し
て
い
る
。

『
冠
辞
考
』
は
、
水
垣
宮
が
久
し
さ
の
例
と
し
て
名
高
か
っ
た
と
し
、

五
〇
一
歌
に
つ
い
て
、

こ
は
此
神
の
宮
は
た
久
し
き
時
に
斎
初
め
ら
れ
し
な
れ
ば
、
久
し
き

た
め
し
に
い
は
ん
も
理
あ
り
、
又
右
の
歌
（
筆
者
注
：
三
二
六
二
歌
）

に
打
ま
か
せ
て
、楉
垣
云
云
と
い
ひ
し
に
同
し
詞
な
る
を
も
思
ふ
に
、

こ
れ
は
た
同
し
天
皇
の
み
づ
が
き
の
宮
を
挙
て
、
久
し
き
た
め
し
に

い
ふ
事
い
と
は
や
く
よ
り
有
し
を
も
て
、
か
り
に
用
ゐ
て
振
山
の
み

づ
が
き
と
は
い
ひ
下
し
つ
ら
ん
と
も
覚
ゆ
、
人
ま
ろ
の
哥
に
は
、
古

こ
と
を
は
た
ら
き
て
と
り
た
る
、
集
中
に
か
た

ぐ
あ
れ
ば
也

と
す
る
。
三
二
六
二
歌
は
水
垣
宮
に
寄
せ
て
「
久
し
」
を
導
い
て
お
り
、

五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
は
そ
れ
を
臨
時
的
に
用
い
て
石
上
神
宮
の
瑞
垣

を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
『
古
事
記
伝
』
（
巻
二
十
三
巻
水
垣
宮
巻
）
は
、

水
垣
宮
、
凡
て
水
垣
と
云
は
、
み
づ

く
し
き
垣
と
、
美
偁
た
る
偁

な
る
を
、
〔
水
は
借
字
な
り
、
書
紀
に
瑞
字
を
書
れ
た
る
は
、
さ
ら

に
当
ら
ぬ
こ
と
な
る
を
、
美
豆
に
用
ふ
る
字
な
き
故
に
、
普
く
此
瑞

字
を
書
な
ら
へ
り
、
〕
宮
号
と
せ
ら
れ
た
る
な
り
、〔
必
し
も
此
宮
の

御
垣
の
、
水
垣
な
り
し
由
の
号
に
は
非
ず
、
な
ほ
水
垣
の
事
、
師
の

冠
辞
考
に
委
し
、
さ
て
歌
に
、
水
垣
の
久
し
と
つ
ゞ
け
よ
む
は
、
此

宮
号
に
つ
き
て
の
こ
と
と
、
昔
よ
り
心
得
来
つ
れ
ど
も
、
よ
く
思
ふ

に
、
然
に
は
非
ず
、
抑
如
此
つ
ゞ
け
よ
む
こ
と
は
、
万
葉
十
一
に
、

處
女
等
乎
袖
振
山
水
垣
久
時
由
念
来
吾
等
者
（
筆
者
注
：
二
四
一
五

歌
）
、
こ
れ
始
な
り
、
此
歌
を
四
巻
に
は
、
人
麻
呂
の
歌
と
て
載
た

れ
ど
、
人
麻
呂
よ
り
は
古
く
聞
ゆ
、
此
は
石
上
振
社
は
、
い
と
上
代

よ
り
の
神
社
に
て
、
其
水
垣
は
、
久
し
き
世
々
を
経
た
る
故
に
、
久

し
の
枕
詞
に
せ
し
な
り
、
か
く
て
後
は
、
振
山
と
い
は
で
、
た
ゞ
水

垣
の
久
し
と
の
み
も
よ
む
は
、
右
の
歌
に
委
て
、
省
け
る
な
り
、
若

此
宮
号
に
就
て
い
は
ば
、
水
垣
宮
の
と
い
は
で
は
、
言
た
ら
ず
、
水

垣
と
の
み
に
て
は
、
宮
号
に
は
な
り
が
た
か
る
べ
し
〕

と
す
る
。
「
瑞
垣
」
の
み
で
は
「
水
垣
宮
」
は
指
さ
な
い
と
し
た
上
で
、

ま
ず
二
四
一
五
歌
が
あ
り
、
「
布
留
山
の
瑞
垣
」
が
久
し
さ
を
導
く
と
考

え
て
い
る
。
そ
し
て
三
二
六
二
歌
は
二
四
一
五
歌
に
委
ね
て
、
「
瑞
垣
」

だ
け
で
久
し
さ
を
導
い
て
い
る
と
す
る
。

『
万
葉
集
古
義
』
（
五
〇
一
歌
注
）
も
ま
た
「
水
垣
宮
」
と
の
関
わ
り

を
否
定
す
る
。
布
留
の
社
の
縁
か
ら
久
し
を
導
く
と
し
た
上
で
、
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さ
て
し
か
ら
ば
、
振
山
の
水
垣
に
限
り
て
い
ふ
べ
き
に
、
十
三
に
、

楉
垣
久
時
従
恋
為
者
云
々
（
筆
者
注
：
三
二
六
二
歌
）
と
あ
る
は
、

い
か
ゞ
ぞ
や
思
は
る
ゝ
に
従
て
、
な
ほ
熟
考
ふ
る
に
、
彼
十
三
な
る

は
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
歌
曰
（
筆
者
注
：
三
二
五
三
歌
）
と
て
、

長
歌
反
歌
あ
り
て
、
其
次
下
に
、
小
治
田
之
云
々
の
長
歌
又
反
歌
（
筆

者
注
：
三
二
六
〇
歌
、
三
二
六
一
歌
）
あ
り
て
、
或
本
反
歌
曰
楉
垣

云
々
と
あ
れ
ど
、
小
治
田
之
云
々
の
反
歌
の
さ
ま
な
ら
ず
、
引
混
て

入
し
も
の
と
見
ゆ
れ
ば
、
こ
れ
も
本
は
、
人
麻
呂
歌
集
中
の
歌
に
て
、

さ
て
今
の
未
通
女
等
之
云
々
の
歌
に
次
て
、
同
時
に
人
麻
呂
の
作
れ

し
も
の
な
ら
む
と
、
昔
よ
り
混
乱
し
な
ら
む
、
さ
て
し
か
す
る
と
き

は
、
上
は
今
の
歌
に
委
ね
省
て
作
る
も
の
と
す
べ
し
、
こ
は
甚
く
強

た
る
こ
と
な
る
や
う
な
れ
ど
も
、
必
し
か
あ
り
け
む
と
お
も
は
る
ゝ

な
り

と
す
る
。
三
二
六
二
歌
に
つ
い
て
は
元
々
二
四
一
五
歌
や
五
〇
一
歌
の
後

に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
、
そ
れ
に
委
ね
る
こ
と
で
三
二
六
二
歌
は
「
布
留

山
の
」
瑞
垣
で
あ
る
こ
と
を
省
い
て
い
る
と
す
る
。

近
代
以
降
の
注
釈
で
は
、
「
水
垣
宮
」
と
の
関
わ
り
は
考
え
ら
れ
て
い

な
い
。
『
時
代
別
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
ミ
ヅ
」
を
美
称
と
捉
え
、
神

社
の
垣
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
で
「
久
し
」
を
導
く
と
す
る
宣
長
の
解
釈

に
収
束
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る

（
五
）

。

な
お
「
久
し
」
と
の
続
き
方
に
つ
い
て
、
賀
古
明
〔
一
九
六
一
年
〕

は
万
葉
集
で
「
瑞
垣
」
を
持
つ
三
例
が
全
て
「
久
し
」
を
導
く
「
恋
」
の

歌
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
賀
古
氏
は
、
「
垣
」
に
「
「
偲
ぶ
恋
の
場
」

を
表
わ
す
特
定
意
を
負
う
語
」
と
い
う
性
格
を
見
た
上
で
、
「
布
留
」
に

あ
る
「
古
い
」
垣
と
い
う
属
性
に
恋
の
文
脈
を
生
じ
る
契
機
を
見
て
い
る
。

こ
の
指
摘
は
、
「
瑞
垣
」
が
示
す
、
「
久
し
」
と
共
起
す
る
文
脈
の
固
定
性

を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
三
二
六
二
歌
へ
の
理
解
に
お
い
て

は
、
瑞
垣
の
所
在
地
が
布
留
で
あ
る
と
は
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
た

め
、
必
ず
し
も
有
効
と
は
言
え
な
い
。

更
に
、
「
瑞
垣
」
の
語
義
の
問
題
に
加
え
、
神
社
の
垣
と
い
う
物
そ
の

も
の
の
性
格
か
ら
「
久
し
」
を
導
く
と
す
る
『
時
代
別
』
の
説
に
は
も
う

一
点
疑
問
が
見
ら
れ
る
。
「
瑞
垣
」
の
類
義
語
の
存
在
に
関
す
る
問
題
で

あ
る
。
『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
「
瑞
籬

日
本
紀
私
記

―
［
俗
云
美
豆

加
岐

一
云
以
賀
岐
］」
（
伊
勢
十
巻
本
、
二
十
巻
本
）
と
あ
る
。
こ
こ
で

は
「
瑞
垣
」
は
「
斎
垣
」
と
同
一
視
さ
れ
る
。
ま
た
『
時
代
別
』
で
は
「
玉

垣
」
と
同
一
視
さ
れ
る
。
し
か
し
「
斎
垣
」
も
「
玉
垣
」
も
枕
詞
や
序
詞

と
し
て
「
久
し
」
を
導
く
例
は
管
見
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
瑞
垣
」
は
神
社
の
垣
を
指
す
か
明
確
で
は
な
い
部
分
を

含
む
に
も
関
わ
ら
ず
、
神
社
の
垣
を
介
し
て
「
久
し
」
を
導
く
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
神
社
の
垣
を
指
す
他
の
語
で
「
久
し
」
を
導
い
て
い
る
例
は

見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
「
神
社
の
垣
」
と
い
う
物
そ
の
も
の
の
性
格

か
ら
「
久
し
」
を
導
く
と
い
う
説
明
が
妥
当
な
の
か
、
疑
問
が
生
じ
る
。

そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
神
社
の
垣
を
指
す
語
の
中
で
「
瑞
垣
」
の
み
が
持

つ
、
形
状
言
「
ミ
ヅ
」
に
「
久
し
」
を
導
く
性
格
が
あ
る
と
考
え
る
事
は

出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
「
瑞
垣
」
に
よ
り
導
か
れ
る
「
久
し
」
の
性
格
を
再

検
討
し
た
い
。
次
に
形
状
言
「
ミ
ヅ
」
の
分
析
を
通
し
て
、
枕
詞
「
瑞
垣

の
」
が
「
久
し
」
に
結
び
つ
く
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
の
一
、
「
久
し
」
の
分
析
の
た
め
の
「
長
し
」
の
分
析

五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
の
「
久
し
」
は
「
長
い
」
「
久
し
い
」
の
両
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方
で
訳
出
さ
れ
る
。
五
〇
一
歌
に
つ
い
て
『
口
訳
万
葉
集
』
に
は
「
長
い

間
を
ば
」
と
あ
り
、
『
万
葉
集
注
釈
』
に
は
「
長
の
年
月
を
」
と
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
他
の
注
釈
書
で
は
「
久
し
い
以
前
か
ら
」
と
い
う
訳
出
が
大

半
で
あ
る

（
六
）

。

『
時
代
別
』
の
「
久
し
」
の
記
述
に
は
、
「
久
し
い
。
時
間
が
長
い
。」

と
あ
る
。
こ
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
「
長
し
」
と
「
久
し
」
は
一
部
意

味
が
重
な
る
。

「
久
し
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
甲
斐
睦
朗
〔
一
九
七
七
年
〕
に
は
万
葉

集
の
「
久
し
」
の
用
法
も
併
せ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
「
久
し
」
の
用
法

の
性
格
を
、

①
「
久
し
」
は
、
訪
ね
る
、
会
う
、
手
紙
を
贈
る
な
ど
、
相
手
に
対

し
て
積
極
的
な
行
為
が
中
断
し
て
い
る
時
間
の
長
さ
を
言
う
。
ま
た
、

罹
病
な
ど
正
常
で
な
い
心
身
の
状
態
の
継
続
に
も
言
う
。

②
そ
の
時
間
の
長
さ
は
、
話
し
手
あ
る
い
は
当
事
者
の
悔
恨
あ
る
い

は
遺
憾
な
ど
の
気
持
を
含
ん
だ
主
観
的
判
断
と
し
て
表
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
久
し
」
は
、
客
観
的
に
見
て
長
い
歳
月
で
あ
ろ
う
と
、

短
い
数
分
の
長
さ
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
事
態
に
対
す
る
心
象
基
準
時

間
を
超
過
し
て
い
れ
ば
不
都
合
な
く
用
い
ら
れ
る
。

③
「
久
し
」
は
願
望
あ
る
い
は
期
待
に
反
し
た
時
間
の
長
さ
を
表
す

の
で
、
否
定
的
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
る
。

と
ま
と
め
て
い
る
。
甲
斐
氏
は
、
「
否
定
的
文
脈
で
の
使
用
」
と
「
主
観

性
」
が
「
久
し
」
の
性
格
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
主
体
性
に
つ

い
て
は
、
「
弘
徽
殿
に
は
、
久
し
く
上
の
御
局
に
も
参
上
り
た
ま
は
ず
。」

（
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
）
の
例
に
対
し
、

「
ヒ
サ
シ
」
の
判
断
は
、
物
語
の
語
り
手
が
桐
壺
帝
の
心
情
に
即
し

て
（
心
情
を
通
し
て
）
行
っ
て
い
る
。
例
①
（
筆
者
注
：
右
の
例
）

に
お
け
る
当
事
者
は
桐
壺
帝
で
あ
る
。
「
ひ
さ
し
く
」
が
当
事
者
の

主
観
的
判
断
を
表
す
こ
と
か
ら
、
例
①
の
「
ひ
さ
し
く
」
が
一
体
ど

れ
ほ
ど
の
期
間
で
あ
る
か
は
、
帝
の
心
象
時
間
に
尋
ね
る
必
要
が
あ

る
。

と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
甲
斐
氏
は
そ
の
文
脈
が
明
ら
か
に
し
や

す
い
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
で
検
討
し
て
お
り
、
一
方
で
『
万
葉
集
』
で

は
そ
の
文
脈
を
確
定
し
に
く
い
部
分
を
含
む
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
理
解

は
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
万
葉
集
中
の
「
久
し
」
の
用
法
に
つ
い
て
も

妥
当
な
理
解
で
あ
る
。

た
だ
し
、
甲
斐
氏
の
説
明
に
お
い
て
は
「
長
し
」
と
の
関
係
は
説
明
さ

れ
て
い
な
い
。「
久
し
」
の
性
格
を
位
置
付
け
る
た
め
に
、「
長
し
」
と
「
久

し
」
は
ど
の
点
が
重
な
り
、
ど
の
点
が
異
な
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。
ま

た
「
否
定
的
文
脈
で
の
使
用
・
主
観
性
」
が
「
久
し
」
と
関
わ
る
理
由
に

つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
万
葉
集
の
「
長
し
」
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
、
物
の
長
さ
を
表
わ
す
例
全
十
七
例

【
道
】
九
例
「
天
ざ
か
る
鄙
の
長
道
ゆ
恋
ひ
来
れ
ば
」
（

・
二
五
五
）

3

な
ど

（
七
）

。

【
植
物
】
三
例
「
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
し
長
く
は
あ
り
け
り
」
（

・
20

四
四
八
四
）
な
ど

（
八
）

。

【
髪
】
二
例
「
た
か
ね
ば
長
き
妹
が
髪
」
（

・
一
二
三
）
な
ど

（
九
）

。

2

【
長
屋
】
二
例
「
橘
の
寺
の
長
屋
に
」
（

・
三
八
二
二
）
な
ど

（
十
）

。

16

【
天
橋
】
一
例
「
天
橋
も
長
く
も
が
も
」
（

・
三
二
四
五
）

13

二
、
物
の
長
さ
を
時
間
の
長
さ
に
転
ず
る
例
全
十
七
例
《
肯
定
的
文
脈
》

七
例
〔
願
望
三
例
、
現
実
四
例
〕《
否
定
的
文
脈
》
十
例

【
年
の
緒
】
全
十
七
例
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《
肯
定
的
文
脈
》
七
例
〔
願
望
三
例
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
我
も
思

は
む
」
（

・
五
八
七
）
な
ど

（
十
一
）

。
現
実
四
例
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒

4

長
く
照
る
月
の
飽
か
ざ
る
君
や
」
（

・
三
二
〇
七
）
な
ど

（
十
二
）

。
〕

12

《
否
定
的
文
脈
》
十
例
「
あ
ら
た
ま
の

年
の
緒
長
く

思
ひ
来
し

恋

尽
く
す
ら
む
」
（

・
二
〇
八
九
）
な
ど

（
十
三
）

。

10

三
、
時
間
の
長
さ
を
表
わ
す
例
全
九
十
四
例
《
肯
定
的
文
脈
》
三
十
一
例

〔
願
望
二
十
六
例
、
現
実
五
例
〕《
否
定
的
文
脈
》
六
十
三
例

三
の
一
、
あ
る
単
位
の
中
で
の
相
対
的
な
長
さ
を
示
す
例
全
二
十
九
例
《
肯

定
的
文
脈
》
五
例
〔
願
望
三
例
、
現
実
二
例
〕
《
否
定
的
文
脈
》
二
十
四

例【
夜
】
全
十
九
例

《
肯
定
的
文
脈
》
三
例
〔
願
望
三
例
「
夜
長
か
ら
な
む
」
（

・
一
〇
七

7

二
）
な
ど

（
十
四
）

。〕

《
否
定
的
文
脈
》
十
六
例
「
い
か
に
か
ひ
と
り
長
き
夜
を
寝
む
」
（

・
3

四
六
二
）
な
ど

（
十
五
）

。

【
春
日
】
全
九
例

《
肯
定
的
文
脈
》
二
例
〔
現
実
二
例
「
霞
立
つ

長
き
春
日
を
」
（

・
5

八
四
六
）
な
ど

（
十
六
）

。
〕

《
否
定
的
文
脈
》
七
例
「
霞
立
つ
長
き
春
日
の
」（

・
五
）
な
ど

（
十
七
）

。

1

【
年
】
全
一
例
《
否
定
的
文
脈
》
一
例
「
明
日
を
隔
て
て
年
は
長
け
む
」

（

・
二
〇
八
〇
）

10
三
の
二
、
単
位
が
繰
返
し
て
長
い
時
間
を
表
わ
す
例
全
三
十
六
例
《
肯
定

的
文
脈
》
二
例
〔
願
望
二
例
〕《
否
定
的
文
脈
》
三
十
四
例

【
日
】
全
三
十
例
《
否
定
的
文
脈
》
三
十
例
「
名
張
に
か
日
長
き
妹
が
廬

り
せ
り
け
む
」
（

・
六
〇
）
な
ど

（
十
八
）

。

1

【
雨
】
全
三
例
《
否
定
的
文
脈
》
三
例
「
秋
萩
を
散
ら
す
長
雨
の
」
（
10

・
二
二
六
二
）
な
ど

（
十
九
）

。

【
夜
】
全
二
例
《
肯
定
的
文
脈
》
二
例
〔
願
望
二
例
「
百
夜
の
長
さ
あ
り

こ
せ
ぬ
か
も
」
（

・
五
四
六
）
な
ど

（
二
十
）

。
〕

4

【
年
】
全
一
例
《
否
定
的
文
脈
》
一
例
「
年
長
く
病
み
し
渡
れ
ば
」
（
5

・
八
九
七
）

三
の
三
、
単
位
の
無
い
特
定
の
状
態
の
長
さ
を
表
わ
す
例

（
二
十
一
）

全
二
十

九
例

《
肯
定
的
文
脈
》
二
十
四
例
〔
願
望
二
十
一
例
「
栲
縄
の
長
き
命
を
」（
2

・
二
一
七
）
な
ど
。
現
実
三
例
「
年
深
く
長
く
し
言
へ
ば
」
（

・
六
一

4

九
）
な
ど
。
〕

《
否
定
的
文
脈
》
五
例
「
言
尽
く
し
て
よ
長
く
と
思
は
ば
」
（

・
六
六

4

一
）
な
ど
。

四
、
熟
合
し
た
表
現
全
十
一
例
《
肯
定
的
文
脈
》
十
一
例
〔
願
望
十
一
例
〕

【
遠
長
】
全
九
例
《
肯
定
的
文
脈
》
九
例
〔
願
望
九
例

（
二
十
二
）

「
音
の
み

も

名
の
み
も
絶
え
ず

天
地
の

い
や
遠
長
く

偲
ひ
行
か
む

み
名

に
か
か
せ
る

明
日
香
川
」
（

・
一
九
六
）
な
ど

（
二
十
三
）

。
〕

2

【
長
く
久
し
く
】
全
一
例
《
肯
定
的
文
脈
》
一
例
〔
願
望
一
例
「
…
天
地

と
長
く
久
し
く
万
代
に
変
は
ら
ず
あ
ら
む
行
幸
の
宮
」（

・
三
一
五
）
〕

3

「
長
し
」
は
「
一
」
の
よ
う
に
、
物
の
長
さ
を
表
わ
す
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
「
二
」
の
よ
う
に
、
物
の
長
さ
を
時
間
の
長
さ
に
転
ず
る
例
が
見
ら

れ
る
。
「
年
の
緒
」
が
顕
著
で
あ
る
（
十
七
例
）
が
、
以
下
に
そ
の
他
の

例
を
挙
げ
る
（
一
部
重
複
す
る
個
所
が
あ
る
た
め
、
「
二
」
で
は
カ
ウ
ン

ト
し
て
い
な
い
）。

「
植
物
の
長
さ
」
に
寄
せ
る
例
が
七
例
〔
「
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
し

長
く
は
あ
り
け
り
」
（

・
四
四
八
四
）
な
ど

（
二
十
四
）

〕
、
「
玉
の
緒
」
の
長

20

さ
に
寄
せ
る
例
が
三
例
〔
「
玉
の
緒
の
長
き
春
日
を
思
ひ
暮
ら
さ
く
」
（
10
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・
一
九
三
六
）
な
ど

（
二
十
五
）

。
〕
、「
川
の
長
さ
」
に
寄
せ
る
例
が
一
例
〔
「
い

つ
し
か
と

我
が
待
つ
今
夜

こ
の
川
の

流
れ
の
長
く

あ
り
こ
せ
ぬ

か
も
」（

・
二
〇
九
二
）
〕
、「
乱
れ
尾
」
の
長
さ
に
寄
せ
る
例
が
一
例
〔
「
庭

10

つ
鳥
鶏
の
垂
り
尾
の
乱
れ
尾
の
長
き
心
も
思
ほ
え
ぬ
か
も
」
（

・
一
四

7

一
三
）
〕
、「
栲
縄
」
の
長
さ
に
寄
せ
る
例
が
二
例
〔
「
栲
縄
の

長
き
命
を
」

（

・
二
一
七
）
な
ど

（
二
十
六
）

。
〕
、
「
赤
帛
の
純
裏
の
衣
」
の
長
さ
に
寄
せ

2
る
例
が
一
例
〔
「
赤
帛
の
純
裏
の
衣
長
く
欲
り
我
が
思
ふ
君
が
見
え
ぬ
こ

ろ
か
も
」
（

・
二
九
七
二
）
〕
、
「
川
の
下
水
」
の
長
さ
に
寄
せ
る
例
が
一

12

例
〔
「
こ
の
川
の
下
に
も
長
く
汝
が
心
待
て
」
（

・
三
三
〇
七
）
〕
見
ら

13

れ
る
。

そ
れ
に
加
え
、
物
の
長
さ
で
は
な
く
存
在
時
間
に
寄
せ
て
時
間
的
な
長

さ
を
表
わ
す
例
が
二
例
見
ら
れ
る
。
「
音
の
み
も

名
の
み
も
絶
え
ず

天
地
の

い
や
遠
長
く

偲
ひ
行
か
む

み
名
に
か
か
せ
る

明
日
香

川
」
（

・
一
九
六
）
の
よ
う
に
「
天
地
の
存
在
時
間
」
に
寄
せ
る
例
が

2

一
例
、
「
こ
の
川
の

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

こ
の
山
の

い
や
継
ぎ
継
ぎ

に

か
く
し
こ
そ

仕
へ
奉
ら
め

い
や
遠
長
に
」
（

・
四
〇
九
八
）

18

の
よ
う
に
「
山
川
の
存
在
時
間
」
に
寄
せ
る
例
が
一
例
で
あ
る
。

次
に
空
間
的
距
離
を
介
す
る
こ
と
な
く
時
間
の
長
さ
を
表
わ
す
、「
三
」

の
よ
う
な
例
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
ず
「
三
の
一
」
の
よ
う
に
、
あ
る
単
位
の
中
で
の
相
対
的
な
時
間
を

表
わ
す
例
が
見
ら
れ
る
。
「
夜
」
（
十
九
例
）
「
春
日
」
（
九
例
）
「
年
」
（
一

例
）
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
始
点
と
終
点
を
指
摘
す
る
こ
と
の
で
き
る
時
間

の
単
位
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
間
の
単
位
を
「
長
し
」
が
修
飾
す
る
こ

と
は
、
同
じ
く
始
点
と
終
点
を
有
す
る
空
間
的
距
離
を
「
長
し
」
が
修
飾

す
る
事
と
も
符
合
す
る
。

こ
こ
で
一
度
甲
斐
氏
の
論
を
振
り
返
る
と
、
時
間
の
単
位
を
修
飾
す
る

「
長
し
」
は
、
実
際
の
時
間
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
主
観
の
中
に
あ
る

心
内
時
間
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
甲
斐
氏

の
論
が
「
久
し
」
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
た
「
主
観
性
」
は
「
長
し
」
の

例
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
否
定
的
文
脈
」
で
の
使
用
が
顕

著
に
見
ら
れ
る
（
「
三
の
一
」
全
二
十
九
例
中
二
十
四
例
）。

次
に
「
三
の
二
」
の
よ
う
に
、
「
長
し
」
に
は
時
間
の
単
位
を
繰
り
返

す
こ
と
で
、
心
内
時
間
で
は
な
く
実
際
に
経
過
し
た
時
間
と
し
て
、
よ
り

長
い
時
間
を
示
す
と
い
う
例
も
見
ら
れ
る
。
「
日
長
し
」
の
よ
う
に
否
定

的
文
脈
で
の
使
用
が
多
く
見
ら
れ
る
（
三
十
例
全
て
否
定
的
文
脈
で
使

用
）。
た
だ
し
「
夜
」
（
二
例
）
の
よ
う
に
、
希
求
さ
れ
る
状
態
を
表
わ
す

例
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
「
長
し
」
は
、
始
点
と
終
点
を
指
摘
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

更
に
「
三
の
三
」
の
よ
う
に
、
単
位
の
な
い
時
間
の
長
さ
を
表
わ
す
例

が
見
ら
れ
る
。
「
心
」
（
二
例
）「
恋
」
（
二
例
）
「
思
い
」
（
六
例
）
な
ど
、

主
観
の
内
部
の
心
情
も
「
長
し
」
は
修
飾
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
内
の
重

の

妙
な
る
殿
に

携
は
り

二
人
入
り
居
て

老
い
も
せ
ず

死
に
も

せ
ず
し
て

永
き
世
に

あ
り
け
る
も
の
を
」
（

・
一
七
四
〇
）
の
よ

9

う
に
、
肯
定
的
な
文
脈
で
の
使
用
が
多
い
（
全
二
十
九
例
中
二
十
四
例
）
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
仮
定
や
願
望
の
表
現
、
あ
る
い
は
物
語
歌
と
し
て
用
い

ら
れ
る
（
現
実
は
二
例
）
。
例
え
ば
「
命
」
は
願
望
表
現
と
共
起
し
て
い

る
。

ち
は
や
ぶ
る
神
の
持
た
せ
る
命
を
ば
誰
が
た
め
に
か
も
長
く
欲
り
せ
む

（

・
二
四
一
六
）

11

な
ど
、
「
命
」
の
例
の
多
く
は
、
あ
く
ま
で
有
限
な
存
在
と
い
う
意
識
が

見
ら
れ
る
（
十
四
例
中
十
二
例
）。

一
方
で
、
悠
久
の
時
間
を
指
す
と
見
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
例
え
ば
同
じ
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「
命
」
で
も
大
君
の
命
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
「
大
君
の
御
寿

は
長
く
天
足
ら
し
た
り
」
（

・
一
四
七
）
、
「
か
く
の
み
故
に
長
く
と
思

2

ひ
き
」
（

・
一
五
七
）
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
必
ず
し
も
有

2

限
の
存
在
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど

ち
ら
も
願
望
表
現
に
近
い
（
天
皇
の
平
癒
を
願
う
例
と
挽
歌
で
の
使
用
）
。

ま
た
「
日
月
の
長
き
が
ご
と
く
」
（

・
九
三
三
）
は
悠
久
の
時
間
を
示

6

す
。
「
父
母
を
置
き
て
や
長
く
我
が
別
れ
な
む
」（

・
八
九
一
）
も
永
久

5

の
別
れ
で
あ
り
、
悠
久
の
「
久
し
」
に
近
い
例
と
捉
え
ら
れ
る
。

「
四
」
の
よ
う
な
熟
合
し
た
表
現
も
ま
た
悠
久
の
時
間
を
示
す
。
「
長

く
久
し
く
」
と
い
う
表
現
を
持
つ
三
一
五
歌
に
つ
い
て
、
村
田
正
博
〔
一

九
九
五
年
〕
は
、『
老
子
』
（
韜
光
第
七
）
の
「
天
長
地
久
」
に
淵
源
を
持

つ
表
現
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。
漢
籍
の
影
響
に
拠
る
例
と
し
て
や
や

特
殊
で
あ
る
。
ま
た
「
遠
長
し
」
は
殆
ど
「
久
し
」
と
同
じ
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
自
身
の
肯
定
的
文
脈
を
仮
定
す
る
と
い
う
例
と

し
て
の
み
見
ら
れ
る
（
全
十
例
）
。
物
に
寄
せ
る
例
も
二
例
見
ら
れ
る
が
、

多
く
は
物
に
寄
せ
る
こ
と
な
く
、
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

二
の
二
、
「
久
し
」
の
分
析

次
に
「
久
し
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
万
葉
集
の
「
久
し
」
の
用
例

は
四
十
七
例
見
ら
れ
る
。
甲
斐
氏
の
論
が
例
外
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、

古
の
事
は
知
ら
ぬ
を
我
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
天
の
香
具
山

（

・
一
〇
九
六
）

10

の
例
の
よ
う
に
、
否
定
的
な
文
脈
だ
け
で
な
く
、
肯
定
的
な
文
脈
で
「
久

し
」
が
用
い
ら
れ
る
例
が
八
例
見
ら
れ
る
。

「
久
し
」
は
「
長
し
」
に
比
べ
、
物
の
状
態
に
引
き
付
け
て
自
身
の
状

態
が
久
し
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
例
や
、
あ
る
物
に
引
き
付
け
て
別
の
物

が
久
し
く
な
っ
た
と
表
現
す
る
例
が
割
合
と
し
て
多
く
見
ら
れ
る
（
「
長

し
」
は
時
間
表
現
百
二
十
二
例
中
三
十
五
例
、
「
久
し
」
は
全
四
十
七
例

中
十
九
例
）。
ま
た
そ
れ
ら
は
、
「
長
し
」
の
多
く
の
場
合
と
異
な
り
、
空

間
的
距
離
の
転
用
で
は
な
く
、
全
て
物
の
存
在
時
間
を
別
の
物
や
主
体
の

存
在
時
間
に
転
用
す
る
例
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
万
葉
集
中
の

「
久
し
」
の
例
は
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

肯
定
的
な
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
例
全
八
例

①
自
身
の
状
態
を
表
わ
す
例
：
〇
例

②
自
身
の
状
態
と
物
の
状
態
を
と
も
に
表
わ
す
例
：
四
例

【
天
地
に
寄
せ
る
】
二
例
「
天
地
と
共
に
久
し
く
住
ま
は
む
と
思
ひ
て
あ

り
し
家
の
庭
は
も
」
（

・
五
七
八
）
な
ど

（
二
十
七
）

。

4

【
香
具
山
に
寄
せ
る
】
一
例
「
我
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
天
の
香
具
山
」

(

・
一
〇
九
六
）

7【
植
物
に
寄
せ
る
】
一
例
「
勝
鹿
の

真
間
の
手
児
名
が

奥
つ
城
を

こ
こ
と
は
聞
け
ど

真
木
の
葉
や

茂
り
た
る
ら
む

松
が
根
や

遠
く

久
し
き
」
（

・
四
三
一
）

3

③
物
の
状
態
を
表
わ
す
例
：
二
例

【
植
物
】
一
例
「
離
磯
に
立
て
る
む
ろ
の
木
う
た
が
た
も
久
し
き
時
を
過

ぎ
に
け
る
か
も
」
（

・
三
六
〇
〇
）

15

【
宮
】
一
例
「
月
も
日
も
か
は
ら
ひ
ぬ
と
も
久
に
経
る
三
諸
の
山
の
離
宮

所
」
（

・
三
二
三
一
）

13

④
物
の
状
態
と
、
別
の
物
の
状
態
を
と
も
に
表
わ
す
例
：
二
例
「
…
天
地

と
長
く
久
し
く
万
代
に
変
は
ら
ず
あ
ら
む
行
幸
の
宮
」（

・
三
一
五
）
、

3

「
天
地
の
共
に
久
し
く
言
ひ
継
げ
と
こ
の
く
し
み
魂
敷
か
し
け
ら
し
も
」

（

・
八
一
四
）

5
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否
定
的
な
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
例
全
三
十
九
例

①
甲
：
自
身
の
現
実
の
状
態
を
表
わ
す
例
：
十
三
例
（
う
ち
否
定
文
二
例
）

「
草
枕
旅
に
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ば
」
（

・
六
二
二
）
な
ど

（
二
十
八
）

。

4

乙
：
自
身
の
状
態
を
仮
定
す
る
例
：
十
二
例
（
う
ち
否
定
文
二
例
）「
夢

に
だ
に
久
し
く
見
む
を
」
（

・
三
七
一
四
）
な
ど

（
二
十
九
）

。

15

②
自
身
の
状
態
と
物
の
状
態
を
と
も
に
表
わ
す
例
：
十
四
例
（
う
ち
否
定

文
二
例
）

【
植
物
に
寄
せ
る
】
八
例
（
う
ち
否
定
文
二
例
）
「
真
木
の
葉
も
久
し
く

見
ね
ば
苔
生
し
に
け
り
」
（

・
一
二
一
四
）
な
ど

（
三
十
）

。

7

【
瑞
垣
に
寄
せ
る
】
三
例
（

・
五
〇
一
）
（

・
二
四
一
五
）
（

・
三

4

11

13

二
六
二
）

【
衣
の
垢
に
寄
せ
る
】
二
例
「
君
に
逢
は
ず
久
し
き
時
ゆ
織
る
服
の
白
た

へ
衣
垢
付
く
ま
で
に
」
（

・
二
〇
二
八
）
な
ど

（
三
十
一
）

。

10

【
自
身
の
体
の
状
態
に
寄
せ
る
】
一
例
「
朝
影
に
我
が
身
は
な
り
ぬ
韓
衣

裾
の
あ
は
ず
て
久
し
く
な
れ
ば
」
（

・
二
六
一
九
）

11

③
物
の
状
態
を
表
わ
す
例
：
〇
例

こ
の
う
ち
、
否
定
的
な
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
例
は
四
十
七
例
中
三
十
九

例
で
あ
る
。
甲
斐
氏
の
論
の
否
定
的
文
脈
で
の
使
用
の
傾
向
が
多
い
と
い

う
指
摘
は
こ
の
点
か
ら
、
万
葉
集
の
用
例
に
お
い
て
も
首
肯
さ
れ
る
。

肯
定
的
な
文
脈
で
物
の
状
態
を
「
久
し
」
と
表
現
す
る
例
と
し
て
、「
植

物
」
と
「
宮
」
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
自
身
の
状
態
と
物
の
状
態
を
と
も
に

表
わ
す
例
と
し
て
、
「
香
具
山
」
「
天
地
」
「
植
物
」
に
寄
せ
て
「
久
し
」

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

次
に
否
定
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
物
に
寄
せ
ず
に
自
身
の
状
態
を
示
す

例
は
二
十
五
例
見
ら
れ
る
。
物
に
寄
せ
る
例
は
、
「
植
物
」
「
瑞
垣
」
「
衣

の
垢
」
「
自
身
の
体
の
状
態
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
「
久
し
」
を
表
現
す
る
た
め
に
寄
せ
ら
れ
る
物
の
性
質
を
分

析
す
る
と
、
「
瑞
垣
」
の
例
を
除
き
、
始
点
や
終
点
が
不
明
瞭
な
も
の
に

「
久
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
「
植

物
」
は
そ
の
外
見
か
ら
い
つ
か
ら
そ
こ
に
あ
る
の
か
を
指
摘
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
「
宮
」
も
歴
史
的
な
知
識
と
し
て
年
代
を
知
る
こ
と
が
出
来
て

も
、
眼
前
の
景
色
か
ら
そ
の
経
過
し
た
年
代
を
正
確
に
知
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
「
衣
の
垢
」
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
「
天
地
」
は
無
条
件
で
「
久

し
」
を
導
い
て
い
る
。
単
に
特
定
の
物
の
状
態
や
自
身
の
状
態
を
示
す
だ

け
で
な
く
、
物
の
状
態
に
引
き
付
け
て
自
身
の
状
態
が
久
し
く
な
っ
た
こ

と
を
示
す
例
が
全
四
十
七
例
中
二
十
例
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
不
明
瞭
な
時

間
の
経
過
を
知
る
よ
す
が
を
求
め
た
結
果
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来

る
。こ

の
よ
う
に
「
久
し
」
は
始
点
や
終
点
の
不
明
瞭
さ
と
関
わ
る
表
現
で

あ
る
。
厳
密
に
は
、
「
植
物
」
や
「
宮
」
な
ど
、
「
久
し
」
が
修
飾
す
る
物

の
存
在
す
る
時
間
に
は
始
点
と
終
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
始
点

や
終
点
が
「
存
在
し
な
い
」
の
は
観
察
者
の
主
観
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
観
察
者
の
主
観
と
の
関
連
が
生
じ
る
。

次
に
、
「
久
し
」
と
「
否
定
的
文
脈
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
付
言
し

た
い
。
「
い
つ
に
な
っ
た
ら
終
わ
る
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
終
点
が
不

明
で
あ
る
表
現
は
、
願
望
が
否
定
さ
れ
る
表
現
と
意
味
的
に
重
な
る
。
ま

た
始
点
が
不
明
な
例
に
お
い
て
、
「
い
つ
か
ら
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

判
断
は
「
こ
れ
か
ら
先
も
い
つ
ま
で
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
判
断
に
転

じ
る
も
の
で
あ
る
。
「
久
し
」
は
「
終
点
の
不
明
さ
」
に
収
束
し
う
る
表

現
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
否
定
表
現
」
を
内
包
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
終
点
が
明
確
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
久
し
」
が
使
わ
れ
て
い

る
三
例
に
つ
い
て
付
言
し
た
い
。
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時
な
ら
ず
玉
を
そ
貫
け
る
卯
の
花
の
五
月
を
待
た
ば
久
し
く
あ
る
べ
み

（

・
一
九
七
五
）

10

こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
氏
の
論
に
お
い
て
、
客
観
的
に
見
て

短
い
時
間
で
あ
っ
て
も
、
「
そ
の
事
態
に
対
す
る
心
象
基
準
時
間
を
超
過

し
て
い
れ
ば
不
都
合
な
く
用
い
ら
れ
る
。」
と
い
う
指
摘
に
従
い
た
い

（
三
十
二
）

。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
長
し
」
と
「
久
し
」
が
重
な
る
点
を
列
挙

し
た
い
。
第
一
に
、
始
点
と
終
点
が
分
か
り
つ
つ
も
、
主
観
の
内
部
で
否

定
的
状
況
が
長
く
続
く
と
感
じ
ら
れ
る
状
態
が
挙
げ
ら
れ
る
（
「
長
し
」

の
「
三
の
一
」
と
「
久
し
」
の
終
点
が
分
か
る
例
（
一
三
〇
九
歌
、
一
九

七
五
歌
、
三
三
一
八
歌
）
）。
第
二
に
、
始
点
と
終
点
の
分
か
ら
な
い
物
の

存
在
す
る
時
間
に
寄
せ
る
こ
と
で
、
悠
久
の
時
間
を
詠
む
例
が
挙
げ
ら
れ

る
（
「
長
し
」
の
「
二
」
や
そ
れ
に
準
ず
る
表
現
と
、
「
久
し
」
②
）
。
第

三
に
単
位
の
な
い
時
間
の
長
さ
を
表
わ
す
例
（
「
長
し
」
の
「
三
の
三
」

と
「
久
し
」
の
終
点
が
分
か
ら
な
い
例
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
四
に
「
長

し
」
の
「
四
」
の
悠
久
の
時
間
を
示
す
熟
合
表
現
も
、
示
す
時
間
の
性
質

は
「
久
し
」
の
肯
定
的
文
脈
の
も
の
と
重
な
る
。

「
長
し
」
と
「
久
し
」
の
差
異
と
し
て
、
「
長
し
」
は
空
間
的
距
離
を

形
容
す
る
こ
と
が
出
来
、
始
点
と
終
点
が
分
か
る
物
を
形
容
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
単
位
の
あ
る
時
間
に
も
用
い
ら
れ
る
事
が
多
く
、
単
位
を
繰
り

返
す
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
久
し
」
は
主
観
の
中
で
始
点
も

し
く
は
終
点
が
分
か
ら
な
い
物
に
用
い
ら
れ
や
す
く
、
終
点
の
消
失
に
収

束
す
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
「
長
し
」
の
「
三
の
三
」
や
「
四
」
の
表
現

は
、
肯
定
的
文
脈
で
の
使
用
が
顕
著
で
あ
る
が
、
「
久
し
」
の
場
合
は
否

定
的
文
脈
で
の
使
用
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
主
観
の
内
部
で
の
「
終
点
の
不
明
瞭
さ
」
と
「
否

定
的
文
脈
で
の
使
用
」
が
「
久
し
」
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
の
三
、
五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
の
「
久
し
」

以
上
の
「
久
し
」
の
意
味
分
析
を
踏
ま
え
、
改
め
て
五
〇
一
歌
や
二
四

一
五
歌
の
「
久
し
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
二
点
検
討
し
た
い
。

一
点
目
は
、
「
瑞
垣
の
久
し
」
を
実
際
に
経
過
し
た
時
間
で
あ
る
と
す

る
と
、
神
話
的
な
時
間
を
前
提
と
し
た
、
や
や
誇
張
し
た
表
現
と
見
ら
れ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。

先
行
研
究
の
中
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
誠
実
の
訴
え
と
取
る
説
が
あ

る
。
鴻
巣
盛
廣
『
万
葉
集
全
釈
』
（
五
〇
一
歌
注
）
は
、

未
通
女
等
之
袖
は
、
振
山
を
言
ひ
出
す
為
に
置
い
た
だ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
詞
が
な
つ
か
し
い
美
女
へ
の
思
慕
の
情
を
、
ほ
の
め
か
し
て
ゐ

る
や
う
に
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て
振
山
乃
水
垣
之
は
、
そ
の
思
慕
の

情
の
悠
久
さ
、
深
切
さ
、
真
面
目
さ
を
示
し
て
ゐ
る
や
う
で
、
全
体

に
軽
浮
な
感
じ
が
少
し
も
見
え
な
い
。

と
す
る
。
ま
た
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
（
五
〇
一
歌
注
）
は
、

こ
の
譬
喩
は
そ
れ
（
筆
者
注
：
久
し
さ
の
譬
喩
）
だ
け
に
は
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
の
打
明
け
に
布
留
山
の
神
を
関
係
さ
せ
て
い
る
意
味
で
、

気
分
と
し
て
は
、
誠
実
を
誓
っ
た
訴
え
で
あ
る
。
な
お
布
留
の
社
は
、

上
代
に
あ
っ
て
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
篤
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
、
そ
れ
が
こ
の
歌
を

美
し
く
豊
か
な
も
の
と
し
て
い
る
。

と
す
る
。

そ
れ
に
対
し
『
万
葉
集
総
釈
』（
五
〇
一
歌
注
、
石
井
庄
司
氏
執
筆
）
の

「
恋
の
歌
に
、
厳
し
き
神
の
社
の
こ
と
を
序
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
面
白
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
人
麻
呂
の
特
色
と
考
へ
ら
れ
る
。
」
と
い
う
解
釈
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や
、
同
書
（
二
四
一
五
歌
注
、
春
日
政
治
氏
執
筆
）
の
「
さ
す
が
人
麻
呂

の
原
作
だ
け
あ
つ
て
、
堂
々
た
る
風
格
が
あ
る
。
か
く
て
恋
も
神
々
し
く

な
る
。
」
と
い
う
解
釈
は
、「
神
々
し
い
恋
」
と
い
う
理
解
を
施
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
「
瑞
垣
の
」
を
歌
の
文
脈
と
関
わ
る
と
見
て
、
そ

の
久
し
い
時
間
の
質
を
求
め
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ

し
「
神
々
し
い
恋
」
と
い
う
理
解
に
対
し
て
は
、
「
久
し
」
が
主
観
を
基

に
し
た
表
現
と
見
れ
ば
、
実
際
の
経
過
時
間
を
問
題
と
せ
ず
と
も
、
主
観

の
中
で
の
始
点
や
終
点
の
消
失
を
考
え
れ
ば
説
明
は
付
く
。

二
点
目
に
、
『
万
葉
集
釈
注
』
（
五
〇
一
歌
注
）
の
、
五
〇
一
歌
は
歌
群

的
判
断
か
ら
「
逢
い
得
て
の
思
い
」
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
と
い
う
点
を

取
上
げ
た
い

（
三
十
三
）

。

こ
れ
に
対
し
、
前
節
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
「
久
し
さ
」
は
主
観
の
内

部
に
お
け
る
、
否
定
的
状
態
の
継
続
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
た
し
か
に

「
ゆ
」
と
あ
る
以
上
「
久
し
い
以
前
か
ら
」
と
訳
し
、
始
点
が
消
失
し
た

状
態
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
し
か
し
「
久
し
」
の
他
の
例

は
、
始
点
の
消
失
が
終
点
の
消
失
に
転
ず
る
。
ま
た
「
ゆ
」
に
つ
い
て
、

『
万
葉
集
注
釈
』（
五
〇
一
歌
注
）
に
、
「
た
ゞ
久
し
い
以
前
か
ら
、
と
い

ふ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
昔
か
ら
今
ま
で
、
長
い
間
を
ず
つ
と
、
と
い
ふ
意

味
に
解
く
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

推
す
と
、
「
久
し
い
以
前
か
ら
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
し
、
こ
れ

か
ら
先
も
逢
う
の
は
い
つ
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
。
」
と
解
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
前
者
の
理
解
に
お
い
て
は
、
「
瑞
垣
」
は
「
久
し
」
を
導

く
が
「
逢
い
得
て
の
思
い
」
と
い
う
歌
の
主
想
と
は
関
わ
ら
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
後
者
の
理
解
の
場
合
、
「
瑞
垣
」
は
「
逢
え
な
い
状
態
」
と
い

う
歌
意
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
機
能
す
る
と
捉
え
う
る
。
そ
の
二
つ
の

見
方
を
比
べ
た
時
に
、
「
瑞
」
の
字
義
と
形
状
言
「
ミ
ヅ
」
の
意
義
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
後
者
の
方
が
整
合
性
が
高
い
と
考
え
る
。
次
節
に
お
い

て
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
し
た
い
。

三
の
一
、
「
瑞
」
の
分
析

「
瑞
垣
」
の
「
ミ
ヅ
」
の
用
字
に
は
「
水
」
（
崇
神
記
、
五
〇
一
歌
、

二
四
一
五
歌
）
「
瑞
」
（
崇
神
紀
）
「
楉
」
（
三
二
六
二
歌
）
が
あ
る
。

「
楉
」
の
用
字
に
つ
い
て
は
早
く
『
冠
辞
考
』
に
言
及
が
あ
る
（
後
述
）。

ま
た
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
（
三
二
六
二
歌
注
）
に
、
「
楉
」
は
「
わ

が
国
の
造
字
で
「
瑞
」
に
当
て
た
も
の
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
ま
た

「
水
」
の
用
字
に
つ
い
て
、
形
状
言
「
ミ
ヅ
」
を
持
つ
用
例
で
水
に
関
わ

る
状
態
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
用
例
は
見
ら
れ
な
い
（
後
述
）
。

「
水
」
は
借
訓
仮
名
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ミ
ヅ
」
を
美
称
と
見
る
宣
長
は
「
瑞
」
の
字
は
当
た
ら
な
い
と
し
て

い
る
。
し
か
し
以
下
に
述
べ
る
理
由
か
ら
、
『
日
本
書
紀
』
に
使
わ
れ
て

い
る
「
瑞
」
の
字
が
「
ミ
ヅ
」
に
一
番
近
い
と
考
え
る
。

「
瑞
」
を
「
ミ
ヅ
」
と
訓
む
例
に
、

瑞
、
此
云
弥
図

（
神
代
紀
上
、
第
四
段
一
書
第
一
）

是
何
瑞

也

ミ
ツ
ナ
ラ
ム
、
ミ
ツ
ソ

（
仁
徳
紀
即
位
前
記
・
前
田
本
）

が
あ
る
。

ま
ず
、「
瑞
」
の
字
義
を
確
認
し
た
い
。『
説
文
』
に
は
「
以
玉
為
信
也
、

从
王
耑
聲
」
と
あ
る

（
三
十
四
）

。
こ
の
「
信
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
『
玉
篇
』

（
大
広
益
会
玉
篇
）
に
は
「
信
節

諸
侯
之
珪
」
と
あ
る
。

こ
の
信
節
は
、
「
天
子
為

両
将
未

有

利
、
乃
使

衛
山
因

兵
威

往

二

一
レ

レ

下

二

一
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諭

右
渠

。
右
渠
見

使
者

頓
首
謝
、
願

降
、
恐

両
将
詐
殺

臣
。
今

中

上

二

一

レ

二

一
レ

見

信
節

。
請
服
降
。
」
（
『
史
記
』
朝
鮮
列
伝
）
と
あ
る
。
こ
の
「
信
」

二

一

の
義
は
、
「
節
信
」
と
し
て
「
朱
虚
侯
已
殺

産
。
帝
命

謁
者

持

節
労

レ

二

一

レ

二

朱
虚
侯

。
朱
虚
侯
欲

奪

節
信

。
謁
者
不

肯
。
朱
虛
侯
則
従
与
載
、

一

レ

二

一

レ

因

節
信

馳
走
、
斬

長
楽
衛
尉
呂
更
始

、
還
馳
入

北
軍

、
報

太
尉

。
」

二

一

二

一

二

一

二

一

（
『
史
記
』
呂
后
本
紀
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
証
拠
」
の
意
と
解
す
こ
と
が

出
来
る
。
「
信
節
」
は
「
符
節
」
と
同
じ
く
、
皇
帝
の
使
者
が
持
つ
割
符

の
意
と
解
さ
れ
る
。
『
篆
隷
万
象
名
義
』
に
は
「
信
也
応
也
符
也
」
と
あ

り
、「
符
」
と
い
う
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。『
新
撰
字
鏡
』（
天
治
本
）

に
も
「
符
也
信
也
応
也
玲
也
」
と
あ
る
。

用
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
瑞
祥
と
し
て
の
用
例
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の

の
、
辞
書
の
記
述
に
は
『
説
文
解
字
』
の
「
以
玉
為
信
也
」
と
い
う
説
明

が
む
し
ろ
基
底
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
「
天
子
が
諸
侯
を
封
ず

る
時
に
賜
は
る
圭
。
」（

三
十
五
）

と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、『
詩
経
』「
錫

爾
介
圭

、
以
作

爾
宝

」（
大

二

一

二

一

雅
、
崧
高
）
の
毛
伝
に
、
「
宝
瑞
也
」
と
あ
る
。
「
介
圭
」
は
「
天
子
が
諸

侯
を
封
じ
る
際
に
授
け
た
玉
の
こ
と
。
」
、
「
宝
」
は
「
諸
侯
の
身
分
を
証

明
す
る
玉
の
こ
と
。
」（

三
十
六
）

と
解
さ
れ
る
。

ま
た
『
周
礼
』
（
春
官
、
典
瑞
）
「
典
瑞
。
掌

玉
瑞
玉
器
之
藏

。
」
の

二

一

鄭
玄
注
に
「
瑞
符
信
也
。
」
と
あ
る
。

更
に
『
文
選
』
（
巻
二
十
六
、
贈
張
徐
州
謖
、
笵
彦
龍
）
「
軒
蓋
照

墟
二

落

、
伝
瑞
生

光
輝

」
の
「
伝
瑞
」
に
つ
い
て
、
李
善
注
に
「
周
礼
曰

一

二

一

典
瑞
。
鄭
玄
曰

瑞

信
節
也
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
瑞
」
に
は
諸
侯
を
封
じ
る
際
に
授
け
た
玉
と
い
う
用
例

が
見
ら
れ
、
辞
書
類
に
そ
ち
ら
の
意
味
と
し
て
主
に
引
か
れ
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
『
説
文
解
字
』
段
玉
裁
の
注
に
「
引
伸
為

祥
瑞

者
、

二

一

亦
謂

感
召
若

符
節

也
。
」
（
「
引
伸
し
て
祥
瑞
と
為
る
者
も
、
亦
た
感
召

下

中

上

す
る
こ
と
符
節
の
若
き
を
謂
ふ
也
。
」
）
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
即
ち
、

「
諸
侯
を
封
じ
る
際
に
授
け
た
玉
」
は
皇
帝
か
ら
人
に
権
威
を
分
け
与
え

る
も
の
と
し
て
あ
り
、
「
瑞
祥
」
は
神
か
ら
皇
帝
に
、
神
の
霊
威
を
分
け

与
え
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
統
一
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
「
力
を
分
け

る
」
と
い
う
意
味
が
「
瑞
」
の
字
義
の
基
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
三
十
七
）

。

三
の
二
、
形
状
言
「
ミ
ヅ
」
の
分
析

次
に
、
「
瑞
」
が
な
ぜ
「
ミ
ヅ
」
の
字
と
し
て
当
て
ら
れ
て
い
る
か
考

え
た
い
。

『
冠
辞
考
』
に
は
、

み
づ
て
ふ
語
は
、
先
は
草
木
の
若
く
う
つ
く
し
く
栄
ゆ
る
を
い
ふ
よ

り
、
万
づ
の
物
を
讃
稱
て
み
づ
云
云
と
は
い
ひ
け
ら
し
、
同
し
巻
に
、

槻
の
木
に
水
枝
指
と
よ
み
、
世
に
も
若
木
を
み
づ
木
、
若
枝
を
み
づ

え
、
わ
か
く
す
く
よ
か
な
る
人
を
み
づ

く
し
、
な
ど
い
ふ
を
思
へ
、

さ
て
こ
れ
に
依
に
、
崇
神
の
御
時
は
ま
だ
万
づ
の
事
か
り
そ
め
の
こ

と
く
な
り
け
れ
ば
、
み
づ

く
し
き
若
木
な
ど
し
て
籬
せ
さ
せ
給
ふ

事
の
有
つ
ら
ん
を
、
ほ
め
稱
て
宮
の
名
と
せ
ら
れ
し
な
る
べ
し
、
即

此
よ
み
人
も
さ
る
意
を
得
て
楉
垣
と
は
書
け
ん
か
し

と
あ
る
。
三
二
六
二
歌
の
「
楉
」
の
用
字
に
「
若
し
」
の
意
を
見
て
い
る
。

ま
た
「
み
つ
み
つ
し
」
の
説
明
に
「
今
し
も
万
づ
の
物
の
わ
か
く
う
つ
く

し
き
を
み
づ

く
し
と
は
い
ふ
め
り
」
と
あ
る
。
『
冠
辞
考
』
は
近
世
の

語
感
か
ら
「
ミ
ヅ
」
に
「
み
づ
み
づ
し
」
と
同
じ
、
「
若
し
」
の
意
を
見

て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
古
事
記
伝
』
は
先
述
の
よ
う
に
、
「
ミ
ヅ
」
を
美
称
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と
捉
え
て
い
る
が
、「
若
し
」
と
い
う
意
味
は
見
て
い
な
い
。
ま
た
「
水
」

は
意
味
と
し
て
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

近
代
以
降
の
注
釈
で
は
「
み
ず
み
ず
し
い
」
と
い
う
意
味
の
美
称
と
し

て
捉
え
て
い
る
。
『
時
代
別
』
を
再
掲
す
る
と
「
形
状
言
。
若
々
し
く
生

き
生
き
と
し
た
さ
ま
。
（
後
略
）」
と
あ
る
。

「
ミ
ヅ
」
を
持
つ
語
と
し
て
、
『
時
代
別
』
に
は
「
瑞
垣
」
の
ほ
か
に

「
瑞
枝
」
（
「
み
ず
み
ず
し
く
生
き
生
き
と
し
た
枝
。
」
（
『
時
代
別
』
の
説

明
。
以
下
同
じ
）
）
、
「
瑞
茎
」（
「
み
ず
み
ず
し
い
草
木
の
茎
の
意
か
。
」
）
、

「
瑞
玉
盞
」
（
「
み
ず
み
ず
し
い
玉
の
よ
う
な
杯
。
ミ
ヅ
、
タ
マ
と
も
に
美

称
。
」
）
、「
瑞
歯
」（
「
歯
を
ほ
め
て
い
う
。
」
）
、「
瑞
葉
」（
「
若
々
し
い
葉
。
」
）
、

「
瑞
穂
」
（
「
み
ず
み
ず
し
い
穂
。
稲
穂
を
言
う
。
」
）
「
瑞
山
」
（
「
み
ず
み

ず
し
く
美
し
い
山
。
若
葉
の
山
を
言
う
。
」
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
語
の
『
時
代
別
』
の
説
明
に
も
、
「
み
ず
み
ず
し
い
」
と
い
う
語
が

使
わ
れ
て
い
る
。

「
み
ず
み
ず
し
」
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
「
み
ず
み
ず
」

の
形
容
詞
化
か
。
」
と
さ
れ
る
。「
み
ず
み
ず
」
は
同
書
に
「
「
み
ん
ず
り
」

と
同
語
源
か
。
」
と
さ
れ
、
「
み
ん
ず
り
」
は
「
み
ず
み
ず
（
瑞
瑞
）
」
の

「
み
ず
」
か
ら
転
じ
た
語
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
代
の
形
状

言
「
ミ
ヅ
」
と
「
み
ず
み
ず
」
と
の
間
に
は
意
味
上
の
隔
た
り
が
見
ら
れ

る
。「

み
ん
ず
り
と
」
は
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
に
「
淡
泊

で
、
あ
っ
さ
り
と
し
た
さ
ま
。
」
と
さ
れ
る
。
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
に
は

「M
inzurito.

ミ
ン
ズ
リ
ト
（
み
ん
ず
り
と
）
例
、M

inzurito
xita

agiuai.

（
み
ん
ず
り
と
し
た
味
は
ひ
）
軽
く
て
あ
っ
さ
り
し
た
、
食
物
な
ど
の
味
。

比
喩
。M

inzueito
xita

fito.(

み
ん
ず
り
と
し
た
人
）
素
直
で
無
邪
気
な

人
。
」
と
あ
る
。

ま
た
「
み
づ
み
づ
と
」
は
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
に
、

「
い
か
に
も
さ
ら
り
と
し
て
、
何
の
抵
抗
も
感
じ
ら
れ
な
い
さ
ま
。
」
と

さ
れ
る
。
『
五
音
三
曲
集
』
に
、
「
甘
節
と
は
あ
ま
き
ふ
し
な
れ
ば
、
甘
か

る
べ
き
な
れ
ど
も
、
さ
の
み
甘
け
れ
ば
、
濃
き
味
は
い
に
て
悪
し
。
さ
る

ほ
ど
に
、
水
々
と
言
ひ
な
せ
ば
、
幽
玄
に
面
白
く
聞
ゆ
る
也
。
」
と
あ
る
。

濃
い
味
の
対
で
使
わ
れ
る
「
み
づ
み
づ
と
」
に
は
、
水
分
の
意
味
が
含
ま

れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
時
代
別
』
（
上
代
編
）
に
載
る
「
ミ
ヅ
」
を
持
つ
語

に
、
明
確
に
水
分
の
意
が
見
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。
ま
た
上
代
に
お
い
て
、

水
を
含
ん
だ
状
態
は
「
う
る
ふ
」
で
表
現
さ
れ
る

（
三
十
八
）

。

こ
の
よ
う
に
「
ミ
ヅ
」
か
ら
「
み
づ
み
づ
し
」
の
間
に
は
、
中
世
の
「
み

ん
ず
り
」
「
み
づ
み
づ
と
」
を
経
由
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で
水

分
を
含
ん
だ
状
態
を
示
す
よ
う
に
意
味
が
転
じ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

上
代
の
「
ミ
ヅ
」
に
つ
い
て
、
川
端
善
明
〔
一
九
七
八
年
〕
に
「
ミ
ド

リ
（
緑
、
ド
乙
、
…
）
の
被
覆
形
は
、
ミ
ド
（
乙
）
の
交
代
形
ミ
ヅ
（
瑞

…
）
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
」（
第
二
部
第
一
章
第
二
節
四
十
一
項

（
三
十
九
）

）

と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

「
ミ
ヅ
」
と
「
緑
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
早
く
武
田
祐
吉
『
万
葉
集

全
註
釈
』
（
三
二
六
二
歌
注
）
は
「
瑞
垣
」
を
、

生
垣
程
度
の
物
で
な
く
し
て
、
大
き
な
樹
木
の
障
壁
を
い
い
、
結
局
、

神
社
の
樹
叢
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
書
紀
に
い
う
天
津
神
籬
、

古
事
記
に
い
う
青
柴
垣
な
ど
、
籬
、
垣
な
ど
の
文
字
を
使
用
す
る
も

の
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
そ
の
樹
叢
が
も
の
古
び
て

い
る
の
で
、
久
シ
キ
に
冠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
『
万
葉
集
全
注
』
（
五
〇
一
歌
注
、
木
下
正
俊
執

筆
）
は
、
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「
瑞
垣
」
は
崇
神
天
皇
の
「
磯
城
瑞
籬
宮
」
の
号
に
も
用
い
ら
れ
、

そ
の
ミ
ヅ
は
古
事
記
伝
（
二
三
）
以
来
単
な
る
美
称
と
解
さ
れ
て
い

る
が
、「
瑞
枝
」「
瑞
山
」
な
ど
の
例
か
ら
推
し
て
、
み
ず
み
ず
し
い
、

の
原
義
と
見
て
よ
く
、
常
緑
樹
を
植
え
込
ん
で
結
界
と
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

と
す
る
。
更
に
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
三
二
六
二
歌
注
）
に
「
神

域
の
結
界
標
示
に
植
え
渡
し
た
常
緑
樹
の
生
垣
を
い
う
。
」
と
あ
る
。
こ

れ
ら
の
注
で
は
「
瑞
垣
」
を
樹
木
の
垣
を
示
す
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
明

確
な
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
川
端
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
ミ
ヅ
と

緑
と
の
関
係
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
「
瑞
垣
」
が
「
久
し
」

を
導
く
こ
と
か
ら
「
常
」
緑
と
い
う
性
格
を
見
て
い
る
。
常
緑
樹
と
い
う

の
は
、
一
つ
の
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
『
類
聚
名
義
抄
』（
観
智
院
本
）
に
よ
る
と
「
瑞
垣
」
の
語
頭

ア
ク
セ
ン
ト
は
平
声
に
な
っ
て
い
る
。
「
緑
」
の
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
は
上

声
で
あ
る
た
め
、
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
が
異
な
る
。
一
方
で
蓮
成
院
本
で
は

「
瑞
垣
」
の
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
は
上
声
と
な
っ
て
お
り
、
異
同
が
見
ら
れ

る
。「

ミ
ヅ
」
の
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
を
上
声
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、
蓮
成

院
本
の
他
に
『
古
語
拾
遺
』
（
歴
仁
本
）
「
磯
城
◆
〈
山
＋
耑
〉
垣
朝
」
の

ミ

ツ

カ

キ

ノ

ミ

ヤ

コ

ニ

「
◆
〈
山
＋
耑
〉
垣
」
の
語
頭
、
「
葦
原
瑞

穂
国
」
の
「
瑞
穂
」
が
あ

ミ
ツ
ホ
（
ヲ
）

る
（
四
十
）

。

「
ミ
ヅ
」
の
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
を
平
声
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、
『
日

本
書
紀
』
神
代
紀
上
、
第
四
段
一
書
第
一
「
瑞
、
此
云
弥
図
」（
弘
安
本
、

乾
元
本
、
嘉
暦
本
、
明
徳
本
）
が
あ
る
。

た
だ
し
「
ミ
ヅ
ラ
」
に
つ
い
て
、
乾
元
本
は
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
を
上
声

に
す
る
。
御
巫
本
日
本
書
紀
私
記
に
お
い
て
も
、
「
ミ
ヅ
ラ
」
は
平
声
が

一
例
、
上
声
が
一
例
見
ら
れ
る
。
な
お
『
類
聚
名
義
抄
』
（
観
智
院
本
）

は
平
声
と
し
て
お
り
、
観
智
院
本
に
お
い
て
「
瑞
垣
」
と
「
ミ
ヅ
ラ
」
の

語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
は
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
ミ
ヅ
」
の
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
に
は
異
同
が
見
ら
れ
る
。

平
声
と
見
る
『
類
聚
名
義
抄
』
（
観
智
院
本
）
は
、
あ
る
い
は
「
ミ
チ
リ

（
充
）」
「
ミ
チ
ル
（
満
）
」
（
ど
ち
ら
も
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
は
平
声
）
と
同

語
源
と
見
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
、
形
状
言
「
ミ
ヅ
」
を
持
つ
語
に
お
い
て
、「
瑞
山
」
は
、

…
大
和
の

青
香
具
山
は

日
の
経
の
大
き
御
門
に

春
山
と

し

み
さ
び
立
て
り

畝
傍
の

こ
の
瑞
山
は
〔
此
美
豆
山
者
〕

日
の

緯
の

大
き
御
門
に

瑞
山
と
〔
弥
豆
山
跡
〕

山
さ
び
い
ま
す
耳

梨
の
青
菅
山
は
…

（

・
五
二
）

2

と
あ
り
、
「
香
具
山
」
や
「
耳
梨
の

青
菅
山
」
と
併
記
さ
れ
る
。
「
瑞

山
」
の
例
は
明
確
に
「
緑
」
の
意
と
関
わ
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
『
万
葉

集
全
註
釈
』
等
の
指
摘
を
考
え
る
と
、
「
緑
」
の
意
を
考
え
た
方
が
自
然

で
あ
る
が
、
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
だ
け
で
は
決
し
切
ら
な
い
点
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
語
頭
ア
ク
セ
ン
ト
の
問
題
は
あ
る
も
の
の
、「
ミ
ヅ
」

の
意
義
と
し
て
「
緑
」
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
瑞
穂
」
は

穂
が
「
緑
」
で
あ
る
よ
り
「
実
る
」
状
態
で
あ
る
。
更
に
「
瑞
枝
」
に
つ

い
て
、
「
百
足
ら
ず

み
そ
槻
が
枝
に

み
づ
枝
さ
す
〈
水
枝
指
〉

秋

の
も
み
ち
葉
」（

・
三
二
二
三
）
で
は
「
黄
葉
」
と
し
て
あ
り
、「
常
緑
」

13

と
い
う
性
質
と
合
致
し
な
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
見

る
と
、
「
ミ
ヅ
」
の
語
義
が
必
ず
し
も
常
緑
樹
に
限
定
的
だ
と
は
言
い
に

く
い
。

上
代
の
「
緑
」
に
つ
い
て
、
佐
竹
昭
広
〔
一
九
五
五
年
〕
に
、
ミ
ド
リ
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は
上
代
で
は
「
新
芽
」
の
意
味
が
基
本
で
あ
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
佐
竹
氏
は
、
「
時
と
し
て
そ
れ
が
色
名
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
転
用
・
隠
喩
の
類
で
」
あ
る

と
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
色
名
を
示
す
緑
が
万
葉
集
で
は
二
例
、
古

今
集
で
は
四
例
し
か
な
い
こ
と
や
、
「
題
材
を
植
物
に
、
季
節
を
春
夏
新

緑
の
候
に
局
限
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
」
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
『
日
葡
辞

書
』
の
、
「
緑
」
を
「
木
々
の
若
枝
、
ま
た
は
、
木
々
の
新
芽
。
ま
た
、

野
原
の
新
緑
。
例Y

am
am
o
nobem

o
m
idorini

naru.

（
山
も
野
辺
も
緑

に
な
る
）
山
々
も
野
原
も
緑
で
覆
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
再
び
新
緑
に
な

る
。M

idoriga
tatçu

（
緑
が
立
つ
）
こ
の
よ
う
な
新
芽
、
あ
る
い
は
、
若

枝
が
出
る
。
」
と
す
る
記
事

（
四
十
一
）

、
「
ミ
ド
リ
」
を
新
芽
と
取
る
各
地
の

方
言
を
挙
げ
て
い
る
。

更
に
三
の
一
節
に
お
い
て
「
瑞
」
の
字
義
を
「
力
を
分
け
る
」
と
考
え

た
が
、
和
語
「
ミ
ヅ
」
と
の
関
係
が
い
ま
一
つ
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、「
新
芽
」
が
「
分
か
れ
る
」
様
を
考
え
る
こ
と
で
、
整
合
性
を
見
た
い
。

前
掲
の
川
端
氏
の
論
で
は
「
ワ
キ
」
（
若
）
に
「
ワ
ク
」
（
分
）
と
の
交

代
を
見
て
い
る
。
川
端
氏
は
『
古
語
拾
遺
』
に
あ
る
、

是
に
於
て
、
素
戔
嗚
神
、
日
神
〔
天
照
大
神
〕
に
奉
辞
と
し
て
天
に

昇
り
ま
す
時
に
、
櫛
明
玉
命
迎
へ
奉
り
て
瑞
八
坂
瓊
曲
玉
を
以
て
献

る
。
素
戔
嗚
神
、
之
を
受
け
て
日
神
に
転
奉
り
た
ま
ふ
。
仍
て
共
に

約
誓
て
、
即
ち
其
の
玉
を
感
ぜ
し
め
て
、
天
祖
吾
勝
尊
を
生
れ
ま
す
。

是
を
以
て
天
照
大
神
吾
勝
尊
を
育
ひ
た
ま
ひ
て
、
特
に
甚
だ
鍾
愛
し

た
ま
ふ
。
常
に
腋
の
下
に
懐
い
た
ま
ふ
。
称
て
腋
子
と
曰
す
。
〔
今

俗
の
、
稚
児
を
和
可
古
と
号
く
る
は
、
是
れ
其
の
転
ぜ
る
語
也
〕

か
ら
、
腋
子
と
い
う
語
が
「
そ
の
語
源
説
話
的
な
成
長
の
下
に
保
存
し
て

い
る
も
の
は
、
ワ
キ
の
音
形
態
が
、
「
若
」
を
意
味
す
る
形
状
言
の
一
語

形
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」（
第
一
部
第
二
章
第
二
節
二
四
三
ペ
ー
ジ
）

と
す
る
。
ま
た
他
の
個
所
に
、
「
ワ
カ
語
形
か
ら
強
及
び
弱
形
式
的
に
動

詞
ワ
ク
（
分
、
四
・
下
二
）
が
成
立
し
」
（
第
二
篇
第
三
章
第
二
節
一
八

五
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。
ま
た
形
容
詞
ワ
カ
シ
（
若
）
と
下
二
段
動
詞
ワ
ク

（
分
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
（
筆
者
注
：
現
代
の
目
か
ら
見
る
と
）
ワ

ク
に
は
、
そ
の
交
代
的
な
一
語
形
ワ
カ
か
ら
実
現
し
た
形
容
詞
ワ
カ
シ

（
若
）
が
意
味
的
に
親
近
し
て
、
同
じ
く
そ
れ
か
ら
実
現
し
た
下
二
段
動

詞
ワ
ク
（
分
）
が
親
近
せ
ず
」（
第
二
篇
第
四
章
第
一
節
二
四
二
ペ
ー
ジ
）

と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
新
芽
が
分
か
れ
る
様
を
考

え
る
事
は
、
三
二
六
二
歌
の
「
楉
」
の
用
字
と
も
合
致
す
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
和
語
の
「
ミ
ヅ
」
の
語
義
の
基
底
に
は
「
分
か
れ

た
も
の
」
と
い
う
様
相
的
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
新
緑
」
と
い
う
意

味
に
通
ず
る
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
瑞
枝
」
は
枝
が
分
か
れ
る
状
態
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
「
瑞
葉
」
は
分

か
れ
て
芽
ぐ
み
出
た
葉
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
更
に
「
瑞
穂
」
も
穂

が
分
か
れ
て
実
る
状
態
と
捉
え
ら
れ
る
。

「
瑞
歯
」
に
は
、
「
生
れ
ま
し
な
が
ら
、
歯
一
骨
の
如
く
に
し
て
、
容

姿
美
麗
な
り
。
」
（
反
正
前
紀
）
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
『
時
代
別
』
に
は

「
歯
を
誉
め
て
言
う
」
と
あ
る
が
、
（
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
）「
一
つ
一
つ
の
歯
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
際
立
っ
た
状
態
の
歯
」

と
捉
え
ら
れ
る
。
『
時
代
別
』
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「
ミ
ヅ
ラ
」

（
角
髪
・
髻
）
（
「
男
子
の
髪
型
。
髪
を
左
右
に
分
け
、
わ
が
ね
束
ね
た
も

の
。
（
後
略
）
」
（
『
時
代
別
』
）
）
も
髪
が
分
か
れ
た
状
態
と
解
さ
れ
る
。

新
緑
に
接
近
す
る
例
と
し
て
、
先
述
の
「
瑞
山
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
新

芽
」
の
意
味
で
の
「
緑
」
と
通
じ
、
「
若
葉
」
の
「
青
い
」
状
態
と
解
す

の
が
良
い
だ
ろ
う

（
四
十
二
）

。
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和
語
の
「
ミ
ヅ
」
は
「
分
か
れ
た
」
状
態
を
指
す
の
か
、
「
分
け
る
」

と
い
う
動
作
を
指
す
の
か
は
用
例
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
和
語

の
「
ミ
ヅ
」
は
、
意
味
内
容
と
し
て
は
「
分
け
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ

と
解
さ
れ
る
。

四
、
枕
詞
「
瑞
垣
の
」
と
「
久
し
」
の
関
係

第
一
節
を
通
し
て
見
た
よ
う
に
、
「
瑞
垣
」
が
神
社
の
垣
で
あ
る
か
ら

久
し
さ
を
導
く
と
す
る
従
来
の
説
は
、
上
代
に
お
け
る
瑞
垣
と
神
社
の
垣

と
の
関
わ
り
が
確
実
な
も
の
で
は
な
く
、
更
に
「
斎
垣
」
「
玉
垣
」
な
ど

神
社
の
垣
を
示
す
と
さ
れ
る
他
の
複
合
語
が
「
久
し
」
を
導
か
な
い
と
い

う
点
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
ミ
ヅ
」
に
「
久
し
」
を
導

く
要
素
を
見
た
。

「
久
し
」
の
性
質
を
見
る
と
、
甲
斐
氏
の
論
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
逢
う
状
況
が
叶
わ
な
い
と
い
う
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。
第
二
節
を

通
し
て
見
た
よ
う
に
、
万
葉
集
の
用
例
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
観
察
で

き
る
。
そ
こ
に
は
実
際
に
長
い
時
間
が
経
過
し
て
い
る
例
も
あ
り
、
ま
た

主
観
の
内
の
心
内
時
間
を
指
す
例
も
あ
る
が
、
相
手
と
離
れ
て
い
る
状
態

が
続
く
と
き
に
「
久
し
」
は
使
わ
れ
や
す
く
、
多
く
は
恋
歌
の
文
脈
で
使

わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
三
の
一
節
に
お
い
て
、
「
瑞
」
の
字
義
の
基
底
に

は
「
力
を
分
け
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
考
察
し
た
。
ま
た
三
の
二
節

に
お
い
て
、
形
状
言
「
ミ
ヅ
」
の
語
義
の
中
に
は
「
分
け
る
・
分
か
れ
る
」

と
い
う
様
相
の
意
味
を
含
み
、
そ
こ
か
ら
「
新
緑
」
の
意
義
に
派
生
す
る

と
考
え
た
。

以
上
の
事
か
ら
、
「
瑞
垣
」
と
「
久
し
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
よ
う
に
「
ミ
ヅ
」
に
緑
の
意
を
見
て
、
新
芽
か
ら
「
若
し
」
の
意

を
見
、
緑
と
い
う
性
質
の
外
に
あ
る
「
い
つ
ま
で
も
」
を
補
っ
た
上
で
「
久

し
」
に
続
く
と
考
え
る
よ
り
は
、
瑞
垣
の
「
ミ
ヅ
」
に
「
内
と
外
と
を
分

け
る
」
或
い
は
「
分
か
れ
た
状
態
に
あ
る
」
と
い
う
意
を
見
て
、
「
隔
て

ら
れ
て
久
し
い
」
と
い
う
意
味
の
つ
な
が
り
を
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る

と
考
え
る
。
「
大
き
な
樹
木
の
障
壁
」
（
『
万
葉
集
全
註
釈
』
）
や
「
神
域
を

限
る
垣
」
（
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
五
〇
一
注
）
、
「
結
界
」
（
『
万
葉
集
全

注
』
）
と
あ
る
説
明
が
端
的
で
あ
ろ
う
。
内
と
外
と
を
分
け
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
久
し
」
と
結
び
付
く
契
機
で
あ
っ
た
。

後
世
の
「
神
社
の
垣
」
と
し
て
の
「
瑞
垣
」
も
そ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ

る
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』（
一
太
宮
壹
院
）
を
見
る
と
、「
正
殿
壹
区
」「
宝

殿
二
宇
」
の
次
に
「
瑞
垣
一
重
」
が
あ
り
、
「
宿
衛
屋
四
間
」
「
御
門
十
一

間
」
「
玉
垣
三
重
」
と
続
く
。
正
殿
に
一
番
近
い
内
側
の
垣
が
「
瑞
垣
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
後
世
の
例
な
が
ら
、
物
と
し
て
の
「
瑞
垣
」
は
神
に

一
番
近
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、そ
こ
で
神
と
人
と
を
隔
て
る
物
と
し
て
あ
る
。

隔
て
て
い
る
も
の
と
隔
て
る
行
為
と
は
違
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
瑞
垣

の
久
し
」
は
分
け
ら
れ
て
久
し
い
と
い
う
付
帯
文
脈
を
伴
っ
て
い
る
。
少

な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
考
察
は
そ
れ
に
反
さ
な
い
。
ま
た
先
述
の
よ
う
に

『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
「
瑞
垣
」
は
「
斎
垣
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
が
、

斎
垣
も
ま
た
、
本
来
は
超
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
と
し
て
万
葉
集
の

中
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

ち
は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
〈
伊
垣
〉
も
越
え
ぬ
べ
し
今
は
我
が
名
の
惜

し
け
く
も
な
し

（

・
二
六
六
三
）

11

禁
忌
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
「
斎
む
」
と
い
う
行
為
は
、
人
が

行
う
動
作
で
あ
る
。
「
斎
垣
」
は
実
体
に
対
す
る
、
人
の
立
場
か
ら
の
形

容
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
瑞
垣
」
は
、
実
体
の
形
容
だ
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け
で
は
な
く
、
そ
の
性
質
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
五
〇
一
歌
、
二
四
一
五
歌
、
三
二
六
二
歌
の
「
瑞
垣
の
久
し
」

の
解
釈
に
戻
り
た
い
。

娘
子
ら
が
袖
布
留
山
の
瑞
垣
の
〈
水
垣
之
〉
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
き
我

は

（

・
五
〇
一

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
三
首

略
体
歌
）

4

娘
子
ら
を
袖
布
留
山
の
瑞
垣
の
〈
水
垣
之
〉
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
け
り

我
は

（

・
二
四
一
五

寄
物
陳
思

非
略
体
歌
）

11

瑞
垣
の
〈
楉
垣
〉
久
し
き
時
ゆ
恋
す
れ
ば
我
が
帯
緩
ふ
朝
夕
ご
と
に

（

・
三
二
六
二

或
本
反
歌
）

13

ま
ず
三
二
六
二
歌
に
お
い
て
、
恋
を
す
る
こ
と
と
帯
が
緩
む
こ
と
の
関

係
か
ら
は
、
逢
え
な
い
と
い
う
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

五
〇
一
歌
や
二
四
一
五
歌
に
お
い
て
も
、
他
の
「
久
し
」
の
例
か
ら
推

し
て
、
や
は
り
作
者
と
女
性
と
の
間
は
隔
た
れ
て
い
て
、
逢
え
な
い
状
況

が
想
定
で
き
る
。
「
袖
振
る
」
は
序
の
中
で
の
行
為
で
あ
り
、
実
景
で
は

な
い
が
、
袖
を
振
る
こ
と
と
瑞
垣
と
い
う
の
は
、
実
は
相
反
す
る
語
句
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
鉄
野
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
「
袖
振
る
」
と
い
う
行

為
は
、思
う
相
手
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
相
聞
的
な
行
為
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
瑞
垣
」
は
「
内
と
外
と
を
分
け
る
」
垣
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。
そ
の
二
つ
は
背
反
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
対
立
的
に
導
出

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
二
重
の
序
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
袖
振

山
と
い
う
序
を
持
っ
て
い
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
逢
え
な
い
。
そ
れ
で
も

な
お
相
手
の
事
を
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
歌
の
主
意
な
の
で

は
な
い
か
。

ま
た
万
葉
集
に
は
「
見
ず
久
な
ら
ば
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。

梓
弓
引
豊
国
の
鏡
山
見
ず
久
な
ら
ば
恋
し
け
む
か
も

（

・
三
一
一
・
桉
作
村
主
益
人
、
豊
前
国
よ
り

3

京
に
上
る
時
に
作
る
歌
一
首
）

益
人
は
天
平
六
年
ご
ろ
の
作
を
持
つ
歌
人
と
さ
れ
る
。
こ
の
歌
も
見
る
物

で
あ
る
「
鏡
」（

四
十
三
）

と
「
見
ず
」
が
対
置
し
て
お
り
、
構
造
的
に
は
五
〇

一
歌
や
二
四
一
五
歌
に
良
く
似
て
い
る
。
文
脈
的
に
対
立
す
る
序
と
被
枕

と
い
う
表
現
効
果
と
表
現
類
型
が
存
外
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

（
四
十
四
）

。

ま
た
そ
れ
が
天
平
年
間
に
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
類

型
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
。
更
に
「
見
ず
―
久
」
と
連
用
中
止
形
で
言
い

さ
し
た
形
で
の
続
き
方
は
、
「
瑞
垣
の
久
し
」
と
い
う
続
き
方
と
、
内
容

的
に
は
同
質
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
仮
名
は
異
な
り
、
ま
た
掛
詞
で
あ
る
と

す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
味
内
容
と
し
て
は
そ
の
よ

う
な
仮
名
の
違
い
を
超
え
た
類
同
性
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で

は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
「
瑞
垣
」
は
「
内
と
外
と
を
隔
て
る
」
と
い
う
文
脈
を

示
す
語
で
あ
り
、
「
瑞
垣
の
久
し
」
は
、
「
瑞
垣
」
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
、

分
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
逢
わ
な
く
て
久
し
い
」
と
い
う
内
容
を
導
く

と
い
う
、
修
辞
的
な
技
法
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
点
に
よ
り
、
賀
古
氏

の
論
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
久
し
き
「
思
い
」
と
の
固
定
的
な
関
係
が
見

ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
の
被
枕
と
の
関
係
は
習
慣
的
・
固
定
的
で
あ
り
、

そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
現
代
の
基
準
で
は
枕
詞
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
枕

詞
「
あ
し
ひ
き
の
」
や
「
ひ
さ
か
た
の
」
の
よ
う
に
作
者
と
は
異
な
る
文

脈
で
独
立
語
化
す
る
の
で
は
な
く
、
普
通
名
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

ま
た
作
者
と
別
次
元
に
あ
る
枕
詞
と
は
異
な
り
、
歌
意
と
も
関
わ
る
。
そ

の
た
め
先
述
の
よ
う
に
、
現
代
の
基
準
で
枕
詞
か
序
詞
か
分
類
し
よ
う
と

し
た
際
に
、
揺
れ
が
生
じ
や
す
い
。
そ
の
よ
う
な
位
相
に
あ
り
、
か
つ
特
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定
の
文
脈
を
想
起
す
る
指
標
と
な
る
語
（
文
脈
指
標
語
）
と
し
て
の
性
質

が
、
「
瑞
垣
の
」
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

［
注
］

（
一
）
澤
瀉
久
孝
〔
一
九
三
七
年
〕、
稲
岡
耕
二
〔
一
九
七
二
年
〕
な
ど
。

（
二
）
福
井
久
蔵
〔
一
九
二
七
年
〕、
高
志
覚
成
〔
一
九
四
〇
年
〕
、
土
橋
寛
〔
一

九
六
〇
年
〕、
井
手
至
〔
一
九
七
五
年
〕、
駒
木
敏
〔
一
九
八
五
年
〕
な
ど
。

（
三
）
発
生
論
的
に
枕
詞
と
序
詞
を
区
別
す
る
論
と
し
て
、
折
口
信
夫
〔
一
九
二

九
年

〕
は
序
詞
が
簡
潔
に
な
っ
て
枕
詞
と
な
っ
た
と
す
る
。
ま
た
土
橋
寛

A

〔
一
九
七
一
年
〕
は
神
託
起
源
の
枕
詞
と
民
謡
起
源
の
序
詞
と
区
別
す
る
。

な
お
大
久
保
正
〔
一
九
五
五
年
〕
は
土
橋
氏
の
説
（
該
当
箇
所
の
初
出
は
一

九
五
四
年
）
を
引
き
つ
つ
、
序
詞
的
枕
詞
の
存
在
や
、
序
詞
を
民
謡
に
帰
着

す
る
こ
と
が
出
来
る
か
を
課
題
と
す
る
。

（
四
）
五
〇
一
歌
と
二
四
一
五
歌
の
先
後
関
係
に
も
注
釈
史
上
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。

五
〇
一
歌
を
人
麻
呂
の
作
、
二
四
一
五
歌
を
民
謡
と
見
て
、
人
麻
呂
作
が
民

謡
化
し
た
と
見
る
説
は
五
〇
一
歌
を
先
と
見
、
民
謡
か
ら
取
材
し
て
人
麻
呂

作
に
な
っ
た
と
見
る
説
は
二
四
一
五
歌
を
先
と
見
る
。

・
五
〇
一
歌
か
ら
二
四
一
五
歌
と
す
る
説
：『
万
葉
集
注
釈
』（
二
四
一
五
歌
注
）

・
二
四
一
五
歌
か
ら
五
〇
一
歌
と
す
る
説
：
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』（
二
四

一
五
歌
注
）『
万
葉
集
全
註
釈
』（
二
四
一
五
歌
注
）『
万
葉
集
全
注
』（
二
四
一

五
歌
注
）『
万
葉
集
釈
注
』（
二
四
一
五
歌
注
）

な
お
『
万
葉
集
私
注
』
（
二
四
一
五
歌
注
）
は
、「
真
淵
の
如
く
、
巻
十
一
を

古
い
伝
と
き
め
て
か
か
ら
ず
に
、
こ
こ
は
細
部
批
判
に
立
脚
し
て
、
正
し
い

断
定
を
得
た
上
で
、
更
に
推
論
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
。

（
五
）
『
万
葉
集
全
注
』（
五
〇
一
歌
注
）
の
指
摘
に
よ
る
。
な
お
、
折
口
信
夫
〔
一

九
一
九
年
〕（
万
葉
集
辞
典
）
に
一
案
と
し
て
、
垣
根
に
瓢
を
這
わ
し
た
習
慣
か

ら
「
久
（
ヒ
サ
）」
を
連
想
し
た
と
い
う
説
が
載
る
。「
久
し
」
と
の
従
来
の
続

き
方
に
疑
問
を
呈
す
る
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。
折
口
信
夫
〔
一

九
二
九
年

〕
に
言
及
さ
れ
る
柳
田
国
男
〔
一
九
二
二
年
〕
に
は
、「
人
の
魂
が

B

体
外
に
保
管
せ
ら
れ
得
る
と
し
た
、
古
い

く
思
想
が
形
円
く
内
う
つ
ぼ
な
る

「
な
り
ひ
さ
ご
」
と
い
う
一
物
を
通
じ
て
、
終
に
今
代
ま
で
連
綿
し
来
っ
た
消

息
を
も
窺
ひ
知
ら
し
む
る
端
と
な
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
枕
詞

「
瑞
垣
の
」
を
瓢
と
の
関
わ
り
を
も
っ
て
説
明
す
る
説
を
積
極
的
に
否
定
す
る

根
拠
を
本
稿
は
持
た
な
い
。
し
か
し
万
葉
集
中
「
瓢
」
が
詠
ま
れ
た
例
や
、「
瑞

垣
」
と
取
り
合
わ
さ
れ
た
例
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
万
葉
集
の
用
例
か
ら
の
帰

納
を
試
み
る
場
合
、
そ
こ
に
難
点
を
含
む
。

（
六
）『
万
葉
集
注
釈
』
は
二
四
一
五
歌
の
方
で
は
、「
少
女
に
対
し
て
袖
を
振
る
、

そ
の
布
留
の
山
の
瑞
垣
の
や
う
に
、
久
し
い
時
の
間
を
思
つ
て
ゐ
た
こ
と
で

あ
つ
た
よ
。
自
分
は
。
」
と
訳
出
し
て
い
る
。

（
七
）
（

・
五
三
六
）
（

・
七
八
一
）
（

・
八
八
四
）
（

・
八
八
八
）
（

4

4

5

5

12

・
三
一
三
二
）
（

・
三
六
〇
八
）
（

・
三
七
二
四
）
（

・
四
三
四
一
）

15

15

20

（
八
）
四
四
八
四
歌
の
【
根
】
の
ほ
か
に
、
【
萩
の
末
】
一
例
「
我
が
や
ど
の
萩

の
末
長
し
」
（

・
二
一
〇
九
）
、
【
芝
草
】
一
例
「
道
の
芝
草
長
く
生
ひ
に

10

け
り
」（

・
一
〇
四
八
）。

6

（
九
）
「
人
皆
は
今
は
長
し
と
た
け
と
言
へ
ど
君
が
見
し
髪
乱
れ
た
り
と
も
」
（
2

・
一
二
四
）

（
十
）「
橘
の
照
れ
る
長
屋
に
」（

・
三
八
二
三
）

16

（
十
一
）
「
母
の
命
の
言
に
あ
ら
ば
年
の
緒
長
く
頼
み
過
ぎ
む
や
」
（

・
一
七
七

9

四
）
、「
我
は
参
ゐ
来
む
年
の
緒
長
く
」（

・
四
二
九
八
）

20

（
十
二
）「
あ
ら
た
ま
の

年
の
緒
長
く

住
ま
ひ
つ
つ

い
ま
し
し
も
の
を
」（
3

・
四
六
〇
）
、
「
年
の
緒
長
く
仕
へ
来
し
」
（

・
三
三
二
四
）
、
「
年
の
緒
長

13

く
相
見
て
し
」（

・
四
二
四
八
）

19
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（
十
三
）
「
年
の
緒
長
く
我
が
恋
ひ
居
ら
む
」
（

・
二
五
三
四
）
、
「
新
玉
の
年
の

11

緒
長
く
か
く
恋
ひ
ば
」
（

・
二
八
九
一
）
、
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
い

12

つ
ま
で
か
我
が
恋
ひ
居
ら
む
」
（

・
二
九
三
五
）
、
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒

12

長
く
逢
は
ざ
れ
ど
」
（

・
三
七
七
五
）
、
「
行
き
変
は
る

年
の
緒
長
く

15

し
な
ざ
か
る

越
に
し
住
め
ば
…
語
り
放
け

見
放
く
る
人
目

と
も
し
み

と

思
ひ
し
繁
し
」
（

・
四
一
五
四
）
、
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
我
が

19

思
へ
る
児
ら
に
恋
ふ
べ
き
月
近
付
き
ぬ
」
（

・
四
二
四
四
）
、
「
天
の
川
隔

19

り
に
け
ら
し
年
の
緒
長
く
」
（

・
四
三
〇
八
）
、
「
妻
別
れ
悲
し
く
あ
り
け

20

む
年
の
緒
長
み
」
（

・
四
三
三
三
）
、
「
あ
ら
た
ま
の

年
の
緒
長
く

相

20

見
ず
は

恋
し
く
あ
る
べ
し
」（

・
四
四
〇
八
）

20

（
十
四
）
「
玉
く
し
ろ
ま
き
寝
る
妹
も
あ
ら
ば
こ
そ
夜
の
長
け
く
も
嬉
し
か
る
べ

き
」
（

・
二
八
六
五
）
、
「
い
つ
し
か
と

我
が
待
つ
今
夜

こ
の
川
の

12

流
れ
の
長
く

あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
」（

・
二
〇
九
二
）

10

（
十
五
）
「
長
き
夜
を
ひ
と
り
や
寝
む
と
」
（

・
四
六
三
）
、「
明
か
し
つ
ら
く
も

3

長
き
こ
の
夜
を
」（

・
四
八
五
）
、「
黒
髪
敷
き
て
長
き
こ
の
夜
を
」（

・

4

4

四
九
三
）
、「
秋
の
夜
の
長
き
に
ひ
と
り
寝
る
が
苦
し
さ
」（

・
一
六
三
一
）
、

8

「
長
き
夜
を
君
に
恋
ひ
つ
つ
」
（

・
二
二
八
二
）
、
「
思
ふ
ら
む
秋
の
長
夜

10

を
」（

・
二
三
〇
二
）
、「
秋
の
夜
を
長
し
と
言
へ
ど
」（

・
二
三
〇
三
）
、

10

10

「
丸
寝
そ
我
が
す
る
長
き
こ
の
夜
を
」
（

・
二
三
〇
五
）
、
「
あ
し
ひ
き
の

10

山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
一
人
か
も
寝
む
」
（

・
二
八
〇
二

11

・
或
本
歌
）
、「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
を
長
み
か
も
我
が
背
子
が
夢
に
夢
に
し
見
え

反
る
ら
む
」（

・
二
八
九
〇
）
、
「
旅
寝
え
せ
め
や
長
き
こ
の
夜
を
」（

・

12

12

三
一
五
二
）
、「
恋
ひ
や
明
か
さ
む
長
き
こ
の
夜
を
」（

・
三
二
四
八
）
、「
夜

13

を
長
み
」
（

・
三
六
八
〇
）
、
「
秋
の
夜
を
長
み
に
か
あ
ら
む
…
ひ
と
り
寝

15

れ
ば
か
」
（

・
三
六
八
四
）
、
「
大
君
の
命
恐
み
弓
の
共
さ
寝
か
渡
ら
む
長

15

け
こ
の
夜
を
」（

・
四
三
九
四
）

20

（
十
六
）「
梅
の
花
咲
き
散
る
春
の
長
き
日
を
」（

・
四
五
〇
二
）

17

（
十
七
）
「
菅
の
根
の
長
き
春
日
を
恋
ひ
渡
る
か
も
」
（

・
一
九
二
一
）
、
「
恋
ひ

10

や
暮
ら
さ
む
」
（

・
一
九
二
五
）
、
「
菅
の
根
の
長
き
春
日
を
思
ひ
暮
ら
さ

10

む
」（

・
一
九
三
四
）
、
「
玉
の
緒
の
長
き
春
日
を
思
ひ
暮
ら
さ
く
」（

・

10

10

一
九
三
六
）
、「
使
ひ
の
来
ね
ば
」（

・
三
二
五
八
）
、「
忘
れ
て
思
へ
や
」（

13

17

・
四
〇
二
〇
）

（
十
八
）
「
君
が
行
き
」
（

・
八
五
）
、
「
君
が
行
き
」
（

・
九
〇
）
、
「
か
く
し

2

2

待
た
え
ば
」（

・
四
八
四
）
、「
相
見
ず
て
」（

・
六
四
八
）、「
君
が
行
き
」

4

4

（

・
八
六
七
）
、
「
浅
茅
押
し
な
べ
さ
寝
る
夜
の
」
（

・
九
四
〇
）
、
「
旅

5

6

の
日
長
み
」
（

・
九
四
二
）
、
「
日
長
く
恋
ひ
し
」（

・
九
九
三
）
、「
草
枕

6

6

旅
の
憂
へ
を
」（

・
一
七
五
七
）
、「
思
ほ
ゆ
る
か
も
」（

・
一
八
六
〇
）
、

9

10

「
霞
立
つ
春
の
永
日
を
恋
ひ
暮
ら
し
」（

・
一
八
九
四
）
、「
恋
ふ
る
心
ゆ
」

10

（

・
二
〇
一
六
）
、「
恋
し
く
は
」（

・
二
〇
一
七
）
、「
逢
は
な
く
は
」（

10

10

10

・
二
〇
三
八
）
、「
恋
し
け
く
」（

・
二
〇
三
九
）
、「
川
に
向
き
立
ち
」（

10

10

・
二
〇
七
三
・
七
夕
歌
）
、
「
恋
ふ
る
日
は
」
（

・
二
〇
七
九
）
、
「
恋
ふ
る

10

日
の
」
（

・
二
二
七
八
）
、「
恋
し
く
の
」（

・
二
三
三
四
）
、「
日
長
く
恋

10

10

ひ
し
」（

・
二
三
四
七
）
、「
日
長
く
恋
ひ
し
」（

・
二
六
一
四
・
或
本
）
、

10

11

「
夢
に
見
え
ず
て
」
（

・
二
八
一
四
）
、「
夢
に
も
見
え
ず
」（

・
二
八
一

11

11

五
）
、「
恋
ひ
つ
つ
か
来
む
」（

・
三
一
五
〇
）
、「
恋
ひ
に
け
る
か
も
」（

12

15

・
三
六
六
八
）
、「
恋
し
け
く
」（

・
三
九
五
七
）
、「
恋
し
け
く
」（

・
四

17

17

〇
〇
六
）
、「
年
の
恋
」（

・
四
一
二
七
）
、「
長
き
日
を
待
ち
か
も
恋
ひ
む
」

18

（

・
四
三
三
一
）

20

（
十
九
）
「
長
雨
忌
み
」
（

・
三
七
九
一
）
、
「
卯
の
花
を
腐
す
長
雨
の
」
（

・

16

19

四
二
一
七
）

（
二
十
）「
今
夜
の
長
さ
五
百
夜
継
ぎ
こ
そ
」（

・
九
八
五
）

6

（
二
十
一
）
な
お
、
三
の
三
を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
る
と
し
た
ら
、
以
下
の
よ
う
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に
な
る
。

三
の
三
の
一
、
有
限
の
時
間
を
表
わ
す
例
全
二
十
二
例
《
肯
定
的
文
脈
》
十

八
例
〔
願
望
十
六
例
、
現
実
二
例
〕《
否
定
的
文
脈
》
四
例

【
心
】
全
二
例

《
肯
定
的
文
脈
》
一
例
〔
願
望
一
例
「
お
く
て
な
る
長
き
心
に
」
（

・
一

8

五
四
八
）〕

《
否
定
的
文
脈
》
一
例
「
乱
れ
尾
の
長
き
心
も
」（

・
一
四
一
三
）

7

【
恋
】
全
二
例
《
否
定
的
文
脈
》
二
例
「
後
れ
居
て
長
恋
せ
ず
は
」
（

・
5

八
六
四
）
、
「
夕
霧
に
長
恋
し
つ
つ
寝
ね
か
て
ぬ
か
も
」
（

・
三
一
九
三
・

12

一
云
）

【
思
い
】
全
六
例

《
肯
定
的
文
脈
》
五
例
〔
願
望
三
例
「
言
尽
く
し
て
よ
長
く
と
思
は
ば
」（
4

・
六
六
一
）
、「
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
松
が
枝
を
結
ぶ
心
は
長
く
と
そ
思

ふ
」
（

・
一
〇
四
三
）
、
「
赤
帛
の
純
裏
の
衣
長
く
欲
り
我
が
思
ふ
君
が
見

6

え
ぬ
こ
ろ
か
も
」（

・
二
九
七
二
）
。
現
実
二
例
「
年
深
く
長
く
し
言
へ
ば
」

12

（

・
六
一
九
）
、「
は
じ
め
よ
り
長
く
言
ひ
つ
つ
」（

・
六
二
〇
）〕

4

4

《
否
定
的
文
脈
》
一
例
「
こ
の
川
の
下
に
も
長
く
汝
が
心
待
て
」
（

・
三

13

三
〇
七
）

【
命
】
全
十
二
例
《
肯
定
的
文
脈
》
十
二
例
〔
願
望
十
二
例
「
栲
縄
の
長
き

命
を
」（

・
二
一
七
）
、「
栲
縄
の
長
き
命
を
欲
し
け
く
は
」（

・
七
〇
四
）
、

2

4

「
長
く
欲
り
す
る
」（

・
九
七
五
）
、「
長
く
欲
り
せ
む
」（

・
二
三
五
八
）
、

6

11

「
長
く
欲
り
せ
む
」（

・
二
四
一
六
）
、「
長
く
欲
り
す
れ
」（

・
二
八
六

11

12

八
）
、
「
長
く
欲
し
け
く
」
（

・
二
九
四
三
）
、
「
玉
の
緒
の
長
き
命
の
惜
し

12

け
く
も
な
し
」（

・
三
〇
八
二
）
、「
命
を
長
く
あ
り
こ
そ
と
」（

・
三
二

12

13

九
二
）
、「
玉
の
緒
の
長
く
と
君
は
言
ひ
て
し
も
の
を
」（

・
三
三
三
四
）、

13

「
長
く
欲
り
せ
し
」（

・
三
八
一
三
）
、「
長
く
と
そ
思
ふ
」（

・
四
四
九

16

20

九
）〕

三
の
三
の
二
、

久
し
と
接
近
す
る
例
全
七
例
《
肯
定
的
文
脈
》
六
例
〔
願

望
四
例
、
現
実
二
例
〕《
否
定
的
文
脈
》
一
例

【
命
】
全
二
例
《
肯
定
的
文
脈
》
二
例
〔
願
望
二
例
「
大
君
の
御
寿
は
長
く

天
足
ら
し
た
り
」（

・
一
四
七
）
、
「
か
く
の
み
故
に
長
く
と
思
ひ
き
」（

2

2

・
一
五
七
）〕

【
世
】
全
三
例
《
肯
定
的
文
脈
》
三
例
〔
願
望
二
例
「
奥
つ
城
を

我
が
立

ち
見
れ
ば

永
き
世
の

語
り
に
し
つ
つ
」
（

・
一
八
〇
一
）
、
「
親
族
ど

9

ち

い
行
き
集
ひ

永
き
代
に

標
に
せ
む
と

遠
き
代
に

語
り
継
が
む

と

処
女
墓

中
に
造
り
置
き
」（

・
一
八
〇
九
）。
現
実
一
例
「
内
の
重

9

の

妙
な
る
殿
に

携
は
り

二
人
入
り
居
て

老
い
も
せ
ず

死
に
も
せ

ず
し
て

永
き
世
に

あ
り
け
る
も
の
を
」（

・
一
七
四
〇
）〕

9

【
別
れ
の
長
さ
】
全
一
例
《
否
定
的
文
脈
》
一
例
「
父
母
を
置
き
て
や
長
く

我
が
別
れ
な
む
」（

・
八
九
一
）

5

【
悠
久
の
時
間
】
全
一
例
《
肯
定
的
文
脈
》
一
例
〔
現
実
一
例
「
日
月
の
長

き
が
ご
と
く
」（

・
九
三
三
）〕

6

（
二
十
二
）
四
二
三
歌
と
そ
の
一
云
は
合
わ
せ
て
二
例
と
数
え
た
。

（
二
十
三
）
「
延
ふ
葛
の

い
や
遠
長
く
〈
一
に
云
ふ
「
葛
の
根
の

い
や
遠
長

に
」
〉
万
代
に

絶
え
じ
と
思
ひ
て
〈
一
に
云
ふ
「
大
舟
の

思
ひ
頼
み
て
」
〉
」

（

・
四
二
三
）
、「
玉
か
づ
ら

い
や
遠
長
く

祖
の
名
も

継
ぎ
行
く
も

3
の
と

母
父
に

妻
に
子
ど
も
に

語
ら
ひ
て

立
ち
に
し
日
よ
り
」
（
3

・
四
四
三
）
、「
仕
へ
む
も
の
と
」（

・
四
五
七
）
、「
か
く
し
も
が
も
と
」（

3

3

・
四
七
八
）
、
「
絶
え
め
や
と
」
（

・
三
〇
五
〇
）
、
「
さ
な
か
づ
ら

い
や

12

遠
長
く

我
が
思
へ
る
」
（

・
三
二
八
八
）
、
「
富
士
の
嶺
の

い
や
遠
長

13

き

山
路
を
も
」
（

・
三
三
五
六
）
、
「
こ
の
川
の

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

14

こ
の
山
の

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に

か
く
し
こ
そ

仕
へ
奉
ら
め

い
や
遠
長
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に
」（

・
四
〇
九
八
）

18

（
二
十
四
）
【
菅
の
根
】
三
例
「
菅
の
根
の
長
き
春
日
を
恋
ひ
渡
る
か
も
」（

・
10

一
九
二
一
）
な
ど
。〔
（

・
一
九
三
四
）（

・
四
四
八
四
）
〕
、【
葛
の
根
】

10

20

一
例
〈
一
に
云
ふ
「
葛
の
根
の
い
や
遠
長
に
」
〉
（

・
四
二
三
）
。
【
蔦
】
一

3

例
「
延
ふ
葛
の
い
や
遠
長
く
（

・
四
二
三
）
。【
か
づ
ら
】
二
例
「
玉
か
づ

3

ら
い
や
遠
長
く
」（

・
四
四
三
）
な
ど
。〔
（

・
三
二
八
八
）〕
。

3

13

（
二
十
五
）
「
玉
の
緒
の
長
き
命
の
惜
し
け
く
も
な
し
」
（

・
三
〇
八
二
）
、
「
玉

12

の
緒
の
長
く
と
君
は
言
ひ
て
し
も
の
を
」（

・
三
三
三
四
）

13

（
二
十
六
）「
栲
縄
の
長
き
命
を
欲
し
け
く
は
」（

・
七
〇
四
）

4

（
二
十
七
）
「
天
地
と
久
し
き
ま
で
に
万
代
に
仕
へ
奉
ら
む
黒
酒
白
酒
を
」（

・
19

四
二
七
五
）

（
二
十
八
）
「
幾
久
さ
に
も
あ
ら
な
く
に
」
（

・
六
六
六
）
、「
逢
は
ず
久
し
く
な

4

り
ぬ
」（

・
七
六
八
）
、「
幾
久
さ
に
も
あ
ら
な
く
に
」（

・
二
五
八
三
）
、

7

11

「
逢
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
」
（

・
三
〇
八
二
）
、
「
旅
の
夜
の
久
し
く
な
れ

12

ば
」（

・
三
一
四
四
）
、「
久
し
く
待
て
ど
来
ま
さ
ぬ
」（

・
三
二
〇
六
）
、

12

12

「
見
ず
久
に
し
て
」（

・
三
五
四
七
）
、「
別
れ
て
久
に
な
り
ぬ
れ
ど
」（

、

14

15

三
六
〇
四
）
、「
見
ぬ
日
久
し
み
恋
し
け
む
か
も
」（

・
三
九
九
五
・
一
云
）
、

17

「
妹
に
逢
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
」（

・
四
〇
二
八
）
、「
見
ず
久
に
」（

・

17

18

四
一
二
一
）
、「
見
ず
久
に
」（

・
四
一
七
〇
）

19

（
二
十
九
）
「
見
ず
久
な
ら
ば
恋
し
け
む
か
も
」
（

・
三
一
一
）
、「
我
が
行
き
は

3

久
に
は
あ
ら
じ
」（

・
三
三
五
）
、「
明
日
と
い
は
ば
久
し
く
あ
る
べ
し
」（

3

7

・
一
三
〇
九
）
、
「
久
し
く
も
あ
ら
む
」
（

・
一
九
〇
一
）
、
「
久
し
く
あ
る

10

べ
み
」（

・
一
九
七
五
）
、「
相
見
ず
て
恋
ひ
む
年
月
久
し
け
ま
く
に
」（

10

11

・
二
五
七
七
）
、
「
久
に
あ
ら
む
君
を
思
ふ
に
」
（

・
三
二
〇
八
）
、
「
久
な

12

ら
ば

い
ま
七
日
だ
み
」（

・
三
三
一
八
）
、「
旅
に
久
し
く
あ
ら
め
や
と
」

13

（

・
三
七
一
九
）
、「
君
が
目
を
見
ず
久
な
ら
ば
」（

・
三
九
三
四
）
、「
君

15

17

が
行
き
も
し
久
に
あ
ら
ば
」（

・
四
二
三
八
）

19

（
三
十
）
「
三
笠
山
野
辺
行
く
道
は
こ
き
だ
く
も
繁
く
荒
れ
た
る
か
久
に
あ
ら
な

く
に
」
（

・
二
三
二
）
、
「
三
笠
山
野
辺
ゆ
行
く
道
こ
き
だ
く
も
荒
れ
に
け

2

る
か
も
久
に
あ
ら
な
く
に
」
（

・
二
三
四
）
、
「
市
の
植
木
の
木
垂
る
ま
で

2

逢
は
ず
久
し
み
」
（

・
三
一
〇
）
、
「
萩
の
花
咲
け
る
を
見
れ
ば
君
に
逢
は

3

ず
ま
こ
と
も
久
に
な
り
に
け
る
か
も
」
（

・
二
二
八
〇
）
、
「
我
妹
子
に
逢

10

は
ず
久
し
も
う
ま
し
も
の
阿
倍
橘
の
苔
生
す
ま
で
に
」（

・
二
七
五
〇
）、

11

「
浜
久
木
久
し
く
な
り
ぬ
君
に
逢
は
ず
し
て
」
（

・
二
七
五
三
）
、
「
若
久

11

木
我
が
久
な
ら
ば
妹
恋
ひ
む
か
も
」（

・
三
一
二
七
）

12

（
三
十
一
）
「
我
が
旅
は
久
し
く
あ
ら
し
こ
の
我
が
着
る
妹
が
衣
の
垢
付
く
見
れ

ば
」（

・
三
六
六
七
）

15

（
三
十
二
）
一
三
〇
九
歌
（
「
明
日
と
い
は
ば
久
し
く
あ
る
べ
し
」
）
や
三
三
一
八

歌
（
「
久
な
ら
ば

い
ま
七
日
だ
み
」）
の
例
も
同
様
に
、
七
日
と
い
う
期
限

付
き
の
日
数
を
「
久
し
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
三
十
三
）
五
〇
一
歌
を
含
む
歌
群
は
以
下
で
あ
る
。

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
三
首

娘
子
ら
が
袖
布
留
山
の
瑞
垣
の
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
き
我
は
〔
憶
寸
吾
者
〕

（

・
五
〇
一
）

4
夏
野
行
く
小
鹿
の
角
の
束
の
間
も
妹
が
心
を
忘
れ
て
思
へ
や
〔
忘
而

念
哉
〕（

・
五
〇
二
）

4

玉
衣
の
さ
ゐ
さ
ゐ
し
づ
み
家
の
妹
に
物
言
は
ず
来
に
て
思
ひ
か
ね
つ

も
〔
思
金
津
裳
〕（

・
五
〇
三
）

4

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
妻
の
歌
一
首

君
が
家
に
我
が
住
坂
の
家
道
を
も
我
は
忘
れ
じ
命
死
な
ず
は
（

・
4

五
〇
四
）

右
の
歌
群
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
〔
一
九
九
一
年
〕
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
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五
〇
三
歌
が
離
別
の
内
容
を
含
む
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
「
憶
」「
念
」

「
思
」
と
い
う
用
字
か
ら
、
歌
群
的
な
ま
と
ま
り
を
見
い
出
し
、
そ
の
意
図

を
指
摘
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
五
〇
一
歌
を
逢
い
得
て
の
思
い

と
解
す
る
根
拠
と
し
て
、
歌
の
外
の
物
語
を
仮
定
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い

う
側
面
が
あ
る
。
な
お
同
論
文
に
お
い
て
、
「
憶
」
は
、
空
間
的
・
時
間
的

に
遥
か
な
る
も
の
を
思
う
時
に
使
わ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
四

一
五
歌
の
歌
群
は
以
下
で
あ
る
。

物
に
寄
せ
て
思
ひ
を
陳
ぶ
る

娘
子
ら
を
袖
布
留
山
の
瑞
垣
の
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
け
り
我
は
（

・
11

二
四
一
五
）

ち
は
や
ぶ
る
神
の
持
た
せ
る
命
を
ば
誰
が
た
め
に
か
も
長
く
欲
り
せ
む

（

・
二
四
一
六
）

11
石
上
布
留
の
神
杉
神
さ
ぶ
る
恋
を
も
我
は
さ
ら
に
す
る
か
も
（

・
11

二
四
一
七
）

い
か
な
ら
む
名
に
負
ふ
神
に
手
向
せ
ば
我
が
思
ふ
妹
を
夢
に
だ
に
見
む

（

・
二
四
一
八
）

11

二
四
一
五
歌
の
歌
群
に
お
い
て
も
、
二
四
一
五
歌
の
状
況
を
逢
え
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
解
す
る
根
拠
は
薄
い
。

（
三
十
四
）『
爾
雅
』
に
は
「
瑞
」
の
字
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
三
十
五
）『
大
漢
和
辞
典
』「
瑞
」
の
説
明
。

（
三
十
六
）
と
も
に
『
詩
経
』(

新
釈
漢
文
大
系)

の
語
注
。

（
三
十
七
）
な
お
日
本
に
お
い
て
も
、
神
代
紀
下
第
九
段
一
書
第
二
の
、
高
皇
産

霊
命
の
大
己
貴
神
に
対
す
る
、
皇
孫
の
地
上
の
統
治
と
大
己
貴
神
の
幽
界
支

配
と
い
う
告
知
を
大
己
貴
神
が
承
服
す
る
場
面
に
お
い
て
、
大
己
貴
神
が
「
瑞

八
坂
偀
瓊
」
を
携
え
る
例
が
見
ら
れ
る
。

（
三
十
八
）
『
時
代
別
』
に
は
「
う
る
ふ
」
「
う
ふ
ほ
す
」
「
う
る
ほ
ふ
」
は
立
項

さ
れ
て
い
る
が
、「
み
づ
み
づ
し
」
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。

（
三
十
九
）
同
書
第
一
部
第
一
章
第
三
節
一
三
一
項
に
も
「
ミ
ヅ
」
と
「
ミ
ド
」

の
交
代
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
四
十
）
『
倭
名
類
聚
抄
』
伊
勢
十
巻
本
「
美
豆
加
岐
」、
前
田
本
、
東
京
大
学
本

も
上
声
と
す
る
。

（
四
十
一
）
佐
竹
氏
は
原
文
を
引
用
す
る
。
「
か
の
一
六
〇
三
年
刊
日
葡
辞
書
に

お
け
る
ミ
ド
リ
の
語
釈
は
、
実
に
意
外
な
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
ミ
ド
リ
に
つ

い
て
の
知
識
か
ら
遠
い
。
す
な
わ
ち
同
書
に
は

M
idori

の
訳
を

R
am
inhos

nom
os.1.gom

os
das

aruores

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
にM

idoriga

tatçu

と
い
う
例
文
を
挙
げ
て
は

N
acerem

estes
gom

os,ou
ram
inhos

nouos.

と
解
す
る
。
」

（
四
十
二
）
「
瑞
歯
」
に
つ
い
て
、
反
正
紀
に
は
「
瑞
井
」
で
体
を
洗
う
と
い
う

記
事
が
続
く
。
こ
の
「
瑞
井
」
は
「
他
と
区
別
さ
れ
る
」
井
、
も
し
く
は
漢

籍
に
お
け
る
「
瑞
」
の
よ
う
に
、
統
治
者
の
し
る
し
と
し
て
の
「
瑞
」
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
瑞
歯
」
も
あ
る
い
は
同
じ
よ
う
に
捉

え
ら
れ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
ず
、
後
世
の
用
例
を
含
め
た
更
な
る
検
討
が

必
要
で
あ
る
。
な
お
反
正
記
に
は
「
瑞
井
」
の
記
事
は
見
え
な
い
。「
水
茎
」

は
別
語
源
で
、
「
水
」
の
方
と
関
わ
る
か
。
ま
た
「
瑞
玉
盞
」
の
歌
謡
に
お

い
て
、
大
樹
の
枝
を
順
番
に
詠
ん
で
行
く
方
法
は
、
「
日
代
の
宮
」
で
の
雄

略
天
皇
の
恩
頼
が
国
中
に
受
け
渡
る
様
を
示
す
と
解
さ
れ
、
そ
の
恩
頼
を
「
受

け
て
い
る
」
杯
と
し
て
の
瑞
玉
盞
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
舒
明
紀
七
年
秋
七
月
条
に
「
瑞
蓮
」
が
見
え
、
「
一
茎
に
二
花
あ

り
。
」
と
さ
れ
る
。『
新
編
全
集
』
頭
注
に
「
め
で
た
い
蓮
。
一
つ
の
茎
に
二

つ
の
花
が
咲
く
。
『
宋
書
』
符
瑞
志
に
「
文
帝
元
嘉
十
六
年
、
華
林
池
二
双

蓮
同
幹
…
又
元
嘉
二
十
三
年
太
子
ノ
西
池
ニ
二
蓮
幹
ヲ
共
ニ
ス
。
」
と
さ
れ

る
。『
大
漢
和
辞
典
』
に
も
瑞
蓮
は
「
め
で
た
い
は
ち
す
。
」
と
説
明
さ
れ
る
。
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し
か
し
「
め
で
た
い
」
と
い
う
理
解
は
、
こ
の
災
異
続
出
の
記
事
が
「
こ

の
種
の
記
述
は
、
書
紀
の
述
作
者
が
『
漢
書
』『
後
漢
書
』
を
参
考
に
し
て
、

歴
史
事
件
の
予
兆
や
批
判
に
用
い
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」（『
新
編
全
集
』

頭
注
）
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
の
整
合
性
に
不
審
が
残
る
。

ま
た
皇
極
紀
三
年
六
月
条
に
も
「
剣
池
の
蓮
の
中
に
、
一
茎
に
二
萼
あ

る
者
有
り
」
と
あ
る
。
こ
ち
ら
は
前
後
の
文
脈
か
ら
独
立
し
た
記
事
で
あ
る
。

更
に
天
武
紀
八
年
十
二
月
条
に
「
亦
、
因
幡
国
、
瑞
稲
を
貢
れ
り
。
茎

毎
に
枝
有
り
。
」
と
あ
る
。
こ
ち
ら
の
例
は
「
是
の
年
に
、
紀
伊
国
伊
刀
郡
、

芝
草
を
貢
れ
り
。
其
の
状
菌
に
似
れ
り
。
茎
の
長
さ
一
尺
、
其
の
笠
二
囲
な

り
。
」
と
い
う
記
事
に
続
く
。
芝
草
は
「
瑞
草
の
一
つ
で
、
服
す
れ
ば
不
老

延
年
の
仙
薬
」（
『
新
編
全
集
』
頭
注
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
め
で
た
き
」

と
解
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
な
お
、「
瑞
蓮
」
は
北
野
本
や
図
書
寮
本
に
、

「
瑞
稲
」
は
兼
右
本
に
そ
れ
ぞ
れ
「
ア
ヤ
シ
キ
」
と
い
う
訓
が
載
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
め
で
た
い
」
と
い
う
意
味
で
「
瑞
」
が
使
わ
れ
て
い
る

可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
が
、
茎
や
枝
が
分
か
れ
て
い
る
状
態
に
「
瑞
」
の

字
が
使
わ
れ
て
い
る
と
も
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
例
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

（
四
十
三
）『
万
葉
集
古
義
』
は
「
見
は
鏡
の
縁
に
云
る
な
り
」
と
す
る
。

（
四
十
四
）
三
一
一
歌
の
恋
の
対
象
に
つ
い
て
、
諸
注
多
く
は
「
鏡
山
」
と
す
る
。

そ
れ
は
『
万
葉
集
注
釈
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
穏
当
な
理
解
で
あ
る
。
し
か

し
一
方
で
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
「
別
れ
難
い
人
を
裏
に
秘
め

た
内
容
か
も
し
れ
な
い
」
と
注
を
つ
け
る
よ
う
に
、
恋
人
を
想
定
す
る
見
方

も
あ
る
（
『
万
葉
集
槻
落
葉
』
『
万
葉
集
私
注
』
『
万
葉
集
全
釈
』
な
ど
）
。

意
味
的
に
対
立
す
る
も
の
を
導
く
と
い
う
序
の
形
式
が
あ
る
と
考
え
る
場

合
、「
鏡
山
」
を
序
と
見
る
事
で
、
後
者
の
理
解
も
可
能
に
な
る
。
な
お
『
万

葉
集
私
注
』
は
「
豊
国
の
鏡
山
は
見
る
に
縁
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
見
ず
久
し
く
な
つ
た
な
ら
ば
恋
し
く
あ
る
こ
と
で
あ
ら

う
。
」
と
訳
す
。

［
主
要
参
考
文
献
］（
た
だ
し
、
私
に
字
体
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
）

青
木
周
平
［
ほ
か
］
編
集
〔
二
〇
〇
一
年
〕
『
万
葉
こ
と
ば
事
典
』
〔
大
和
書
房
〕

井
手
至
〔
一
九
七
五
年
〕
「
万
葉
集
文
学
語
の
性
格
」
〔
『
万
葉
集
研
究
』
四
号
。

ノ
チ
『
遊
文
録
』
万
葉
篇
二
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
〕

井
手
至
〔
一
九
七
七
年
〕「
枕
詞

―
序
詞
と
の
関
連
に
お
い
て
」〔
『
国
語
国
文
』

四
十
六
巻
五
号
。
ノ
チ
『
遊
文
録
』
万
葉
篇
二
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
〕

伊
藤
博
〔
一
九
五
三
年
〕「
万
葉
の
修
辞

―
二
重
の
序
に
つ
い
て
」〔
『
国
文
学
』

（
関
西
大
学
）
十
一
号
。
ノ
チ

『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
下
、
塙
書
房
、
一

九
七
五
年
〕

伊
藤
博
〔
一
九
九
一
年
〕
「
三
思

―
柿
本
人
麻
呂
の
手
法
」
〔
『
万
葉
集
研
究
』

十
八
号
。
ノ
チ
『
万
葉
集
の
歌
群
と
配
列
』
下
、
塙
書
房
、
一
九
九
〇
年
〕

稲
岡
耕
二
〔
一
九
七
二
年
〕
「
人
麻
呂
の
枕
詞
に
つ
い
て
」
〔
『
万
葉
集
研
究
』
一

号
〕

大
久
保
正
〔
一
九
五
五
年
〕
「
枕
詞
・
序
詞

―
回
顧
と
展
望

―
」
〔
『
解
釈
と

鑑
賞
』

二
十
巻
六
号
〕

澤
瀉
久
孝
〔
一
九
三
七
年
〕「
枕
詞
を
通
し
て
見
た
る
人
麻
呂
の
独
創
性
」
上
下
、

〔
『
国
語
国
文
』
七
巻
一
号
、
二
号
。
ノ
チ
『
万
葉
の
作
品
と
時
代
』
岩
波
書
店
、

一
九
四
一
年
〕

折
口
信
夫
〔
一
九
一
九
年
〕
『
万
葉
集
辞
典
』
〔
文
会
堂
書
店
。
ノ
チ
折
口
信
夫
全

集
刊
行
会
編
『
折
口
信
夫
全
集
』
十
一
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
〕

折
口
信
夫
〔
一
九
二
九
年

〕
「
日
本
文
章
の
発
想
法
の
起
り
」
〔
『
古
代
研
究

A

国
文
学
篇
』
大
岡
山
書
店
。
ノ
チ
折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
編
『
折
口
信
夫
全
集
』

一
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
〕

折
口
信
夫
〔
一
九
二
九
年

〕
「
国
文
学
の
発
生
（
第
二
稿
）
」
〔
『
古
代
研
究

国

B
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文
学
篇
』
大
岡
山
書
店
。
ノ
チ
折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
編
『
折
口
信
夫
全
集
』
一

巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
〕

甲
斐
睦
朗
〔
一
九
七
七
年
〕
「
形
容
詞
「
久
し
」
の
意
義
・
用
法

―
源
氏
物
語

の
用
例
を
中
心
に
」〔
『
解
釈
と
鑑
賞
』
二
十
三
巻
九
号
〕

賀
古
明
〔
一
九
六
一
年
〕
「
を
と
め
ら
が
袖
ふ
る
山
の
み
づ
垣
」
〔
『
上
代
文
学
』

十
一
号
〕

川
端
善
明
〔
一
九
七
八
年
〕『
活
用
の
研
究
』〔
大
修
館
書
店
〕

高
志
覚
成
〔
一
九
四
〇
年
〕
「
万
葉
集
の
枕
詞
に
於
け
る
様
式
性
」
〔
『
国
語
と
国

文
学
』
十
七
巻
十
号
〕

駒
木
敏
〔
一
九
八
五
年
〕
「
序
詞
・
枕
詞
」
〔
『
国
文
学
』
（
解
釈
と
教
材
の
研
究
）

三
十
巻
十
三
号
〕

佐
竹
昭
広
〔
一
九
五
五
年
〕
「
古
代
日
本
語
に
於
け
る
色
名
の
性
格
」
〔
『
国
語
国

文
』
二
十
四
巻
六
号
。
ノ
チ
『
万
葉
集
抜
書
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
岩
波

現
代
文
庫
）〕

白
井
伊
津
子
〔
一
九
九
三
年
〕
「
枕
詞
・
被
枕
詞
の
関
係
分
類
の
試
み
」
〔
稲
岡
耕

二
編
『
万
葉
集
事
典
』
学
灯
社
。
ノ
チ
『
古
代
和
歌
に
お
け
る
修
辞
：
枕
詞
・
序

詞
攷
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
〕

土
橋
寛
〔
一
九
六
〇
年
〕『
古
代
歌
謡
論
』〔
新
装
版
、
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
〕

鉄
野
昌
弘
〔
二
〇
〇
〇
年
〕
「
「
袖
振
り
」
考

―
「
石
見
相
聞
歌
」
を
中
心
に
」

〔
西
宮
一
民
編
『
上
代
語
と
表
記
』
お
う
ふ
う
〕

橋
本
達
雄
〔
一
九
五
七
年
〕
「
記
紀
歌
謡
に
現
わ
れ
た
序
詞
の
形
態
」
〔
『
国
文
学

研
究
』
十
六
号
。
ノ
チ
『
万
葉
集
を
読
み
ひ
ら
く
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
〕

橋
本
達
雄
〔
一
九
七
五
年
〕
「
万
葉
集
枕
詞
一
覧
」
〔
伊
藤
博
［
ほ
か
］
編
『
万
葉

集
事
典
』
有
精
堂
〕

橋
本
達
雄
編
〔
二
〇
〇
〇
年
〕『
柿
本
人
麻
呂
《
全
》
』〔
笠
間
書
院
〕

福
井
久
蔵
〔
一
九
二
七
年
〕
『
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
』
〔
新
装
版
新
訂
増
補
、
有
精

堂
、
一
九
八
七
年
〕

村
田
正
博
〔
一
九
九
五
年
〕
「
天
地
と
長
く
久
し
く

―
旅
人
吉
野
讃
歌
の
表
現

の
一
面
」
〔
犬
養
孝
博
士
米
寿
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
万
葉
の
風
土
・
文
学

：
犬
養
孝
博
士
米
寿
記
念
論
集
』
塙
書
房
〕

柳
田
国
男
〔
一
九
二
二
年
〕
「
「
う
つ
ぼ
」
と
水
の
神
」
〔
『
史
学
』
一
巻
四
号
、
ノ

チ
『
定
本
柳
田
国
男
全
集
』
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
〕

［
使
用
テ
キ
ス
ト
］（
た
だ
し
、
私
に
字
体
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
）

『
冠
辞
考
』〔
続
群
書
類
従
完
成
会
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
八
巻
、
一
九
七
七
年
〕

『
玉
篇
』〔
国
字
整
理
小
組
［
編
］、
国
立
中
央
図
書
館
〕

『
源
氏
物
語
』
〔
阿
部
秋
生
［
ほ
か
］
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
）〕

『
口
訳
万
葉
集
』〔
折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
編
纂
『
折
口
信
夫
全
集
』
九
、
十
巻
、

中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
〕

『
五
音
三
曲
集
』
〔
表
章
、
加
藤
周
一
校
注
『
世
阿
弥

禅
竹
』
岩
波
書
店
、
一
九

九
五
年
（
日
本
思
想
大
系
）〕

『
古
語
拾
遺
』〔
安
田
尚
道
、
秋
本
吉
徳
校
註
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
六
年
（
新

撰
日
本
古
典
文
庫
）〕

『
古
事
記
』〔
山
口
佳
紀
、
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
）〕

『
古
事
記
伝
』〔
大
野
晋
、
大
久
保
正
編
集
校
訂
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
〕

『
史
記
』〔
吉
田
賢
抗
著
、
明
治
書
院
、
一
九
七
三
年
（
新
釈
漢
文
大
系
）〕

『
詩
経
』
〔
芸
文
印
書
館
、
一
九
五
五
年
（
重
栞
宋
本
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記
）
〕

（
訓
読
は
石
川
忠
久
『
詩
経
』
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
（
新
釈
漢
文
大
系
）
〕

に
拠
る
）
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『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
〔
上
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
、
第
十
刷
、
三

省
堂
、
一
九
九
四
年
（
初
版
は
一
九
六
七
年
）〕

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
室
町
時
代
編
〔
室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
、
第

三
刷
、
三
省
堂
、
二
〇
〇
二
年
（
初
版
は
一
九
八
五
年
）〕

『
周
礼
』
〔
芸
文
印
書
館
、
一
九
五
五
年
（
重
栞
宋
本
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記
）
〕

（
訓
読
は
本
田
二
郎
『
周
礼
通
釈
』
秀
英
出
版
、
一
九
七
七
年
に
拠
る
）

『
新
撰
字
鏡
』
〔
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
新
撰
字
鏡
：
天

治
本
：
附

享
和
本
・
群
書
類
従
本
』
増
訂
版
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
〕

『
説
文
』
〔
『
説
文
解
字
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年
〕
（
訓
読
は
尾
崎

雄
二
郎
編
『
訓
読
説
文
解
字
注
』
、
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
（
東
海
大

学
古
典
叢
書
）
に
拠
り
、
合
せ
て
訓
点
を
付
し
た
）

『
大
漢
和
辞
典
』〔
諸
橋
轍
次
著
、
修
訂
第
二
版
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
九
年
〕

『
篆
隷
万
象
名
義
』
〔
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』

第
一
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
〕

『
枕
詞
燭
明
抄
』
〔
佐
々
木
信
綱
［
ほ
か
］
共
編
『
長
流
全
集
』
上
、
朝
日
新
聞

社
、
一
九
二
七
年
（
『
契
沖
全
集
』
第
十
巻
）〕

『
万
葉
集
』
本
文
は
、
〔
木
下
正
俊
校
訂
、C

D
-R
O
M

版
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
一

年
〕
に
拠
る
。

『
万
葉
集
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
〔
青
木
生
子
〔
ほ
か
〕
校
注
、
新
潮
社
、
一

九
七
六
年
〕

『
万
葉
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）〔
佐
竹
昭
広
〔
ほ
か
〕
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
〕

『
万
葉
集
』(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集)

〔
小
島
憲
之
〔
ほ
か
〕
校
注
・
訳

、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
〕

『
万
葉
集
古
義
』〔
再
版
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
〕

『
万
葉
集
釈
注
』〔
伊
藤
博
、
集
英
社
、
一
九
九
五
年
〕

『
万
葉
集
全
釈
』〔
鴻
巣
盛
廣
、
廣
文
堂
、
一
九
三
〇
年
〕

『
万
葉
集
全
注
』〔
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
〕

『
万
葉
集
全
註
釈
』
〔
武
田
祐
吉
、
角
川
書
店
、
一
九
五
六
年
、
増
訂
版
（
初
版

は
一
九
四
八
年
）〕

『
万
葉
集
総
釈
』〔
楽
浪
書
院
、
一
九
三
五
年
〕

『
万
葉
集
註
釈
』〔
佐
々
木
信
綱
編
『
仙
覚
全
集
』
古
今
書
院
、
一
九
二
六
年

（
万

葉
集
叢
書
）〕

『
万
葉
集
注
釈
』
〔
澤
瀉
久
孝
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
、
普
及
版
（
初
版

は
一
九
五
七
年
）〕

『
万
葉
集
評
釈
』〔
窪
田
空
穂
、
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
（
窪
田
空
穗
全
集
）（
初

版
は
一
九
四
三
年
）〕

『
万
葉
代
匠
記
』
〔
築
島
裕
［
ほ
か
］

編
集
『
契
沖
全
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九

七
三
年
〕

『
（
邦
訳
）
日
葡
辞
書
』〔
土
井
忠
生
ほ
か
編
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
〕

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
〔
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
、
小
学
館
国
語

辞
典
編
集
部
編
、
小
学
館
、
第
二
版
、
二
〇
〇
〇
年
〕

『
日
本
書
紀
』
〔
小
島
憲
之
［
ほ
か
］
校
注
・
訳
小
学
館
、
一
九
九
四
年
（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
）〕

『
文
選
』〔
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
（
中
国
古
典
文
学
叢
書
）〕

『
和
名
類
聚
抄
』
〔
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭

名
類
聚
抄
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
一
年
〕

（
よ
こ
う
ち

り
ょ
う
た
・
本
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


