
軽

太

子

の
禁

断

の
恋

の
物

語

-

歌
は
い
か
に
所
伝
の
展
開
を
に
な
っ
た
か
ー

榎

本

福

寿

一

問
題

の
所
在

二

(79
)
歌
と

(80
)
歌
と
の
相
関

三

「隠
り
妻
」
関
連

の
歌
と
の
か
か
わ
り

四

所
伝
の
展
開
と
歌

五

(79
)
歌
を
ひ
き
継
ぐ

(83
)
歌

六

(80
)
歌
を
ひ
き
継
ぐ

(84
)
歌

七

(85
)
歌
と

(86
)
歌
、
そ
の
先
行
歌
の
ひ
き
継
ぎ

八

軽
大
郎
女
か
ら
衣
通
王

へ

九

(
87
)
歌
と

(88
)
歌
、
そ
の
唱
和
歌
的
あ
り
か
た

十

(89
)
(90
)
歌
に
関
す
る
従
来
の
見
解

十

一

(89
)
歌
と

「思
ひ
妻
」

十

二

(89
)
(90
)
歌
か
ら

「共
自
死
」

へ

十

三

十
首
の
歌
の
そ
う
ご
関
連

兄
に
よ
る
同
母
の
妹
に
対
す
る

「鼾
」
と
い
う
ま
こ
と
に
忌

わ
し
い
行
為
を
発
端
と
し
、
そ
の
兄
妹

二
人
の

「共
自
死
」
を

も

っ
て
こ
の
所
伝
は
幕
を
閉
じ
る
。
兄
が
軽
太
子
、
妹
が
軽
大

郎
女
、
当
時

「鼾
」
は
重
大
犯
罪
と

み
な
さ
れ
て
い
た
。

「鼾
」
で
は
あ
り
な
が
ら
、
と
い
う
よ
り
、
兄
妹
ゆ
え
に
そ

う
し
た
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
だ
が
、
軽
大
郎

女
に
寄
せ
る
軽
太
子
の
恋
慕
の
情
は
激
烈
で
あ
り
、
ま
た

一
方
、

そ
の
相
手
と
な

っ
た
軽
大
郎
女
の
恋
情

も
そ
れ
に
劣
ら
な
い
。

軽
太
子
か
ら
人
心
は
離
れ
、
逮
捕
、
配

流
の
憂
き
目
に
遭
う
が
、

そ
の
逆
境
の
な
か
で
二
人
は
互
い
に
夫

・
妻
と
し
て
い
よ
い
よ

絆
を
深
め
、
最
後
を
迎
え
る
と
い
う
の
が
所
伝
の
あ
ら
ま
し
で

あ
る
。

従
来
、
こ
の
所
伝
の
内
容

の
分
析
、

と
り
わ
け
歌
を
中
心
に

展
開
す
る
所
伝
の
そ
の
所
伝
と
歌
と
の
関
連
を
読
み
解
く
作
業

は
、
十
分
な
成
果
を
あ
げ
る
ま
で
に
至

っ
て
い
な
い
。
転
用
歌

説
が
な
お
根
強

い
。
小
稿
は
あ
く
ま
で
歌
に
そ
く
し
て
、
そ
れ

が
所
伝

の
展
開
を
に
な
う
そ
の
実
体

の
解
明
を
め
ざ
す
。
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一

問
題
の
所
在

軽
太

子
に
よ
る
同
母
妹

の
軽
大
郎
女
に
対
す
る

「粁
」
を
め
ぐ
る

所
伝
を
、
古
事
記
は
允
恭
天
皇
条

の
最
後
、
す
な
わ
ち

「
天
皇
崩
之

後
、
定
三
木
梨
之
軽
太
子
所
二
知
日
継
一、
未
レ
即
レ位
之
間
」
と
い
う

皇
位

の
空
白
期
間
に
出
来
し
た
事
件
と
し
て
つ
た
え
て
い
る
。
同
じ

事
件

の
発
生
を
允
恭
天
皇
二
十
三
年
三
月
、
そ
れ
の
発
覚
を
翌
二
十

四
年

六
月
と

つ
た
え
る
日
本
書
紀

の
所
伝
は
、
当
然
、
そ
の
内
容
じ

た

い
に
大
き
な
違

い
が
あ
る
。
允
恭
天
皇

の
治
世
の
も
と
、
太
子
の

「窃

通
」
を

「内
乱
」
(『唐
律
』
が
規
定
す
る

「十
悪
」
の

一
)
と

認
定

す
る
も
の
の
、
「
太
子
是
為
二儲
君
一。
不
レ得
レ加
レ
刑
、
則
移
二

大
娘
皇
女
於
伊
予
一。」
と

い
う
処
分
を
も

っ
て
事
件
は
決
着
を

み

る
。

若
い
太
子
の
暴
走
と
い
っ
た
域
を
、
ほ
と
ん
ど
出
て
は
い
な
い
。

事

件
の
発
生
を
皇
位
の
空
白
期
間
と
す
る
古
事
記
の
所
伝
で
は
、

皇
位

の
継
承
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
必
然
的

に
か
か
わ
る
。
「鼾
」

を
犯
せ
ば
、
そ
の
罪
が
処
断
さ
れ
る
よ
り
先
に
、
皇
位
を
継
承
す
る

者
と
し
て
の
資
質
が
た
だ
ち
に
問
わ
れ
る
。
統
治
者
不
在
だ
か
ら
、

政
治
的
混
乱
も
し
く
は
皇
位
を
め
ぐ
る
争
乱

に
発
展
し
か
ね
な

い
。

げ

ん
に

「是
以
百
官
及
天
下
人
等
、
背
二
軽
太
子
一而
帰
二
穴
穂
御
子

一。」

と

い
う
結
果
を
招
く
。
事
態
は
そ
れ
に
よ
り
緊
迫

の
度
を
増

し
な

が
ら
、
軽
太

子
の
逮
捕
、
配
流
、
衣
通
王

(軽
大
郎
女

の
亦

名
)

の
後
追
い
な
ど
を
経
て
、
最
後
は

「共
自
死
」
と
い
う
結
末
を

迎
え
る
。
そ
こ
ま
で
、
軽
太
子
の

「粁
」

を
め
ぐ
る

一
連
の
事
件
と

し
て
展
開
、

一
貫
も
し
て
い
る
。

一
時
は
、
た
し
か
に
軽
太
子
と
そ
の
実
弟
穴
穂
御
子
と
の
武
力
衝

突
の
瀬
戸
際
に
ま
で
至
る
け
れ
ど
も
、
皇
位
継
承
に
か
ら
む
事
件
と

し
て
の
影
が
あ
ま
り
に
薄

い
。
そ
れ
だ
け
、
逆
に
、
「粁
」

に
至
る

心
情
を
始
め
軽
太
子
の
心
理
や
行
動
を
中
心
に
、
こ
れ
に
相
手

の
衣

通
王
の
対
応
を
ま
じ
え
、
ど
こ
ま
で
も

「
粁
」

の
当
事
者
二
人
に
絞

り
こ
み
焦
点
を
そ
こ
に
当
て
る
。

こ
の
所
伝
が
十
二

(も
し
く
は
十

三
)
首
に
も
お
よ
ぶ
歌
を
も

っ
て
成
り
た

つ
こ
と
が
、
恐
ら
く
そ
の

こ
と
に
関
連
す
る
。
そ
し
て
そ
の
成
り
た
ち
に
こ
そ
、
所
伝
は
特
徴

を
も

つ
。

こ
の
歌
を
め
ぐ

っ
て
と
り
わ
け
注
目
に
あ
た
い
す
る
の
が
、
歌
そ

う
ご
の
関
連
で
あ
る
。
歌
が
所
伝
の
展
開

を
に
な
う
な
か
で
、
そ
れ

じ
た
い
た
が
い
に
関
連
を
も
ち
な
が
ら
そ

の
展
開
に
参
与
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌

の
こ
の
相
関

に

つ
い
て
は
、
先
行
研
究

の

多
く
が
部
分
の
指
摘
に
と
ど
ま

っ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
歌
の
全
て

を
対
象
に
、
場
面
の
構
成
な
ど
を
め
ぐ

っ
て
考
察
を
く
わ
え
た
都
倉

義
孝
氏
の
論
考

(「軽
太
子
物
語
再
論
」
『
古
事
記

古
代
王
権

の
語

り
の
仕
組
み
』
有
精
堂
。

一
九
九
五
年
八
月
)
が
あ
る
。
二
首
ず

つ

歌
を
組
み
合
わ
せ
て
小
場
面
を
構
成
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
二
組
ず

つ

組
み
合
わ
せ
て

一
局
面
を
成
し
、
全
体
を

三
部
立
と
す
る
、

こ
の
よ
う
な
み
ご
と
な
細
部
に
お
け
る
照
応
と
全
体
的
構
成
は
、

O5



け

っ
し
て
口
誦
世
界
の
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
書
く
と
い
う
こ

〆
と
に
よ
り
全
体
的
構
成
調
和
を

つ
ね
に
図
り
つ
つ
な
さ
れ
た
結

果
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
(躙
頁
)

こ
の
か
ぎ
り
確
か
に
傾
聴
す

べ
き
だ
と
は
い
え
、
個
々
の
歌
を
始
め
、

歌
そ
う
ご

の
関
連
な
ど
に
も
説
得
力
あ
る
論
を
展
開
し
て
い
る
か
と

い
え
ば
、
疑
問
が
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
所
伝

の
冒
頭

に

「鼾
二其

伊
呂
妹
軽
大
郎
女

一而
歌
」
と
い
う
そ
も
そ
も
こ
の
口
火
を
切
る
歌

の
解
釈
か
ら
し
て
、
実
は
問
題
が
あ
る
。

二

(
79
)
歌
と

(
80
)
歌
と
の
相
関

わ
し

あ
し
ひ
き
の

山
田
を
作
り

山
高
み

下
樋
を
走
せ

下
ど

ひ
に

わ
が
と
ふ
妹
を

下
泣
き
に

わ
が
泣
く
妻
を

こ
ぞ

　　
　

こ
そ
は

安
く
肌
触
れ

(79
)

此
者
志
良
宜
歌
也
。
又
歌
日

あ
ら
れ

ゐ

ね

笹
葉
に

打

つ
や
霰

の

た
し
だ
し
に

率
寝
て
む
後
は

人

か

は
離
ゆ
と
も

う
る
は

か
り
こ
も

愛
し
と

さ
寝
し
さ
寝
て
ば

刈
薦

の

乱
れ
ば
乱
れ

さ
寝

し
さ
寝
て
ば

(80
)

此
者
夷
振
之
上
歌
也
。

後
者

の

「夷
振
之
上
歌
」
に
つ
い
て
は
、
仮
り
に
前
後

二
段
に
書
き

分
け
た
け
れ
ど
も
、

一
首
な
の
か
、
は
た
ま
た
二
首
か
ら
成
る
も
の

な
の
か
、
見
方
が
分
か
れ
る
。
「契
沖
は

一
歌

と
見
、
宣
長
は
二
歌

と
見
て
い
る
。
」
(山
路
平
四
郎
氏

『記
紀
歌
謡
評
釈
』
鵬
頁
。
東
京

堂
出
版
。
昭
和
四
八
年
九
月
)
以
来
、
今

日
に
い
た
る
ま
で
な
お
決

着
を
み
て
い
な

い
。
近
来
、
こ
の
問
題
じ

た
い
を
避
け
る
、
な
い
し

深
入
り
を
控
え
る
傾
向
が

つ
よ
い
。
「
一
首
と
す
る
み
か
た
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
全

一
三
首
と
み
な
す
土
橋

寛
な
ど
の
説

に
し
た
が

う
。」

(身
崎
壽
氏

「軽

太
子
物
語

ー

『古

事
記
』
と

『日
本
書

紀
』
と
ー

」
古
事
記
学
会
編

『古
事
記

の
歌
』
古
事
記
研
究
大
系

9
。
嫋
頁
。
高
科
書
店
。

一
九
九
四
年

二
月
)
な
ど
、
ま
た
都
倉
氏

前
掲
論
考
も
同
様
に

「
歌
体
の
上
か
ら
二
首
と
す
る
考
え
に
従

い
、

そ
の
よ
う
に
扱
う
。
」
と
い
う
立
場
だ
が
、

そ
の

一
方
、
「た
だ
し
、

物
語
全
体
の
組
立
て
と
し
て
は
、

一
首
と
し
て
あ

っ
た
の
だ
。
そ
れ

は
こ
の
物
語

の
各
場
面
は
す
べ
て
二
首
仕

立
て
だ
か
ら
で
あ
る
。」

(前
掲
書
絣
頁
)
と
説
く
。
ち
な
み
に
、
そ
の
二
首
ず

つ
の

「整
然

と
組
織
さ
れ
て
い
る
点
」
ま
た
こ
の
歌
の
歌
曲
名
の

「
ヒ
ナ
ブ
リ
」

に
そ
く
し
て
、
山
路
氏

『評
釈
』
は

「私
見
は

一
歌
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
う
し
て
見
方
も
立
場
も
区
々
と
い
う

ほ
か
な
い
が
、
依
然
と
し

て
問
題
で
あ
り
つ
づ
け
る
以
上
、
棚
上
げ

す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
歌
そ
れ
じ
た

い
に
目
を
向
け

て
み
る
に
、

「愛
し
と
」
以
下
に
は
類
歌
が
あ
る
。た

つこも

こ

　

多
遅
比
野
に
寝
む
と
知
り
せ
ば
立
薦

も
持
ち
て
来
ま
し
も
の
寝

む
と
知
り
せ
ば

(古
事
記
履
中
天
皇
条
、
記
歌
謡
75
)

語物S恋S断禁6̀子太軽51



あ
す
か
河
せ
く
と
知
り
せ
ば
あ
ま
た
よ
も
率
寝
て
こ
ま
し
を
せ

く
と
知
り
せ
ば

(万
14

・
三
五
四
五
)

「ば
」
と

「ま
し
も
の
」
あ
る
い
は

「
ま
し
を
」
と
が
対
応
す
る
関

係
に
あ
る
四
句
目
ま
で
の

一
つ
の
ま
と
ま
り
に
、
五
句
目
の
傍
線
部

の
表

現
を
加
え
、
二
句
目
と
同
じ
表
現

の
繰
り
か
え
し
に
よ

っ
て
そ

れ
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ

(
二
、
四
句
が

対
応

を
も
た
な

い
)
表
現
の
か
た
ち
を
と
る
の
が
、
す
な
わ
ち
く
だ

ん
の

「
愛
し
と
」

の
歌
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
お
ま
た
念
の
た
め

つ

け
加

え
れ
ば
、

う
る
は
し
と
お
も
ひ
し
お
も
は
ば
し
た
び
に
も
ゆ
ひ
つ
け
も
ち

て
や
ま
ず
し
の
は
せ

(万
15

・
三
七
六
六
)

こ
う
し
た
部
分

の
類
似
を
含
め
、
前
掲
類
歌
な
ど
に
徴
し
て
、
「愛

し
と
」
の
歌
が
そ
れ
じ
た
い

一
首
の
完
結
し
た
歌

の
か
た
ち
を
と

っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
限
れ
ば
、
な
ん
ら
疑
う
余
地
な
ど
な

い
。

し
か
し
、
も
う

一
方
の

「笹
葉
に
」

の
歌
に
は
、
完
結
し
た
歌
の

か
た
ち
は
認
め
が
た
い
。
序
詞
を
除
き
、
対
象
を

「た
し
だ
し
に
率

寝

て

む
後

は
人
は
離
ゆ
と
も
」
だ

け
に
限
定
し

て
み
る
に
、
「後

は
」

が

「
と
も
」
と
呼
応
す
る
ば
あ

い
、

月
草
に
衣
は
摺
ら
む
朝
露
に
沾
れ
て
の
後
は
徒
ひ
ぬ
と
も

(万

7

・
=
二
五

一
)も

み

ち

か

ざ

露
霜
に
逢

へ
る
黄
葉
を
手
折
り
来

て
妹
は
挿
頭
し

つ
後
は
落
る

と
も

(万
8

・
一
五
八
九
)

傍
線
部
は
、
接
続
助
詞

「
と
も
」
を
伴
う
条
件
句
と
し
て
、
上
接
す

る
句
的
成
分

「月
草
に
衣
は
摺
ら
む
」
や

「～
妹
は
挿
頭
し
つ
」
に

か
か
る
。
傍
線
部
だ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
表
現
は
完
結
し
な
い
。

そ
の

一
方
、
「と
も
」
の
条
件
句
が
結
び
を
と
る
こ
と
も
な
く
成

り
た

つ
歌
が
あ
る
。
表
現
上
は
不
完
全
な

の
だ
が
、
表
現
の

一
定
の

型
が
そ
れ
を
補
う
も
の
と
み
る
べ
き
次
の
よ
う
な
例
。

佐
伯
山
う

の
花
も
ち
し
哀
し
き
が
手

を
し
取
り
て
ば

花
は
散

る
と
も

(万
7

・
一
二
五
九
)

た
つ
さ
は

ね

人
言
は
夏
野
の
草
の
繁
く
と
も

妹

と
吾
と
し
携
り
宿
ば

(万

10

・
一
九
八
三
)

接
続
助
詞

「ば
」
を
含
む
句
の
あ
ら
わ
す
条
件
が
満
た
さ
れ
る
な
ら

ば
、
傍
線
部
の
あ
ら
わ
す
否
定
的
事
態
も
や
む
を
得
な

い
、

か
ま
わ

な
い
と
い
う
言
外
の
意
味
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
そ
れ
を
言
表
す
れ
ば
、

白
珠
は
人

に
知
ら
え
ず

知
ら
ず
と
も
よ
し

知
ら
ず
と
も

吾
し
知
れ
ら
ば

知
ら
ず
と
も
よ
し

(万
6

・
一
〇

一
八
)

こ

の
例

の
よ
う

に

「
よ
し
」
が

ふ
さ
わ

し

い
。
も

っ
と

も
、
「
よ

し
」
に
つ
な
げ
る
の
は
ご
く
少
数
に
す
ぎ

な
い
。
圧
倒
的
多
数
は
、

む
し
ろ

「ば
」

の
条
件
句
が
、
そ
れ
の
帰

結
と
な
る
句
と
の
間
に
複

文
を

つ
く
り
、
そ
の
複
文
全
体
に

「
と
も
」
の
条
件
句
が
つ
ら
な
る

次
の
よ
う
な
例

で
あ
る
。

(A
)わ

が
名
は
も
千
名
の
五
百
名
に
立

ち
ぬ
と
も

(B
)君
が
名
立

た
ば

(C
)惜
し
み
こ
そ
泣
け

(万
4

・
七
三

一
)
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み
さ
ご
居
る
渚

に
居
る
舟
の
榜
ぎ
出
な
ば

(。
v裏
恋

し
け

　

　　　

む

後
は
会

ひ
ぬ
と
も

(万
12

・
三
二
〇
三
)

こ
れ
ら
を
も
と
に
模
式
化
す
れ
ば
、
次
の
表
現
の
形
式
を
と
り
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。

(B
)

　　
　

吾
が
背
子
し
遂
げ
む
と
云
は
ば

人
事

は
繁
く
あ
り
と

釧

(C)出
で
て
相
は
ま
し
を

(万
4

・
五
三
九
)

(B
)(

一
)

(
二

)

(　

)

(
B
)

(
　

)

(B

)

(U
)

数

の
上

で
も

一
般
的
な

の
が

(
一
)
で
あ
る
。

一
定
の
要
件

の
も
と

で
、
す
な
わ
ち

(B
)
が
好
ま
し
く
、
望
ま
し
い
事
態
を
条
件
と
す

る
ば

あ

い
に
限
り
、
し
か
も
比
較
的
単
純

な
相
関

で
あ

れ
ば
、

(二
)
も
成
り
た

つ
。
そ
し
て

(A
)

に
つ
い
て
言
い
そ
え
れ
ば
、

「
と
も
」
が

「
は
」
と
呼
応
す
る
と
い
う
こ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の

「
は
」
の
提
示
す
る
語
は
、
上
掲
の
例
の
、
た
と
え
ば

「後
」

「花
」

「人
言
」
「
わ
が
名
」
「人
事
」
「後
」
な
ど
の
よ
う
に
多
く
は

一
語
性

が
高

い
。

こ
の

(A
)
に
表
現
の
細
部

に
い
た
る
ま
で
あ
い
通
じ
る
の
が
、

く
だ
ん
の

「
笹
葉
に
」

の
歌
の

「
人
は
離
ゆ
と
も
」
で
あ
る
。
な
お

ま
た

つ
づ
く

「愛
し
と
さ
寝
し
さ
寝

て
ば
」
も
、
も
ち
ろ
ん

(B
)

に
あ
た
る
。

(A
)
と

(B
)
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
い
う
以
上

に
、
そ

の
相
関

そ

の
も

の
が
、
模
式
化

し

た

(
一
)
も

し
く

は

(
二
)
の
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
恐
ら
く
後
者
に
あ
て
は
ま
る
。
な

ぜ
な
ら
、
も
う

一
つ
の
相
関
、
す
な
わ
ち

「
刈
薦
の
乱
れ
ば
乱
れ

さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
と
そ
れ
は
対
を
構
成

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

序
詞
は
除
き
、
歌
全
体
の
構
成
を
成
分
ご

と
に
分
け
て
示
せ
ば
、
次

の
よ
う
に
整
然
と
し
た
ま
と
ま
り
を
み
せ
る
。

譁

∴
難
欝

く
だ
ん
の
歌
は
、
こ
の
構
成

に
明
ら
か
な
と
お
り

「率
寝
て
む
後
」

に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
さ

い
発
生
の
予
想

さ
れ
る
否
定
的
事
態
を

「よ
し
」
と
し
て
敢
然
と
引
き
う
け
る
覚
悟

を
う
た

っ
た
も
の
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
の
構
成

に
、
い
わ
ば
扇
を
裏
返

し
た
か
た
ち
で
対
応
す
る
の
が
、
先
行
す

る

「あ
し
ひ
き
の
」
の
歌

(79
)
で
あ
る
。
同
様
に
序
詞
を
除
い
て
構
成
を
示
せ
ば
、
次
の
と

お
り
。

羅
∵
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三

「隠
り
妻
」
関
連

の
歌
と
の
か
か
わ
り

末
尾

の

「
こ
そ
こ
そ
は
安
く
肌
触
れ
」
は
、
所
伝
展
開
の
発
端
と

な

っ
た

「鼾
二
其
伊
呂
妹
軽
大
郎
女

【」
に
対
応

す
る
。
そ
こ
に
い

た
る
ま

で
の
軽
太
子
の
状
態
を
あ
ら
わ
す
の
が

「下
ど
ひ
に
わ
が
と

ふ
」
「
下
泣
き
に
わ
が
泣
く
」
だ
か
ら
、
「鼾
」
に
い
た
る
経
過
を
歌

全
体
を
と
お
し
て
う
た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
対
応
す
る

も
う

一
方

の
歌
が
、
「率
寝

て
む
後
」
を
そ
の
否
定
的
事
態

に
そ
く

し
て
う

た

っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
い
え
ば
、
「募
」
を
め
ぐ

つ

て
、
そ

こ
に
い
た
る
経
過
を

(79
)
歌
が
う
た
う

一
方
、
そ
の
あ
と

を
結
果

に
そ
く
し
て

(80
)
歌
が
う
た
う
と
い
う
よ
う
に
、
表
現
に

く
わ
え
、
歌
じ
た
い
が
互
い
に
相
手
を
前
提
と
し
て
い
わ
ば
補
い
あ

う
関
係

に
あ
る
。

こ
こ

で
そ
の
内
容

に
も
う
す
こ
し
た
ち
入

っ
て
み
る
に
、

(79
)

歌
で
は
、
な
か
ん
ず
く

「下
ど
ひ
に
わ
が
と
ふ
妹

下
泣
き
に
わ
が

泣
く
妻
」

の

一
節
が
軽
太
子
の

「鼾
」
に
い
た
る
状
態
を
如
実
に
つ

た
え
て

い
る
だ
け
に
重
要
で
あ
る
。
「
下
ど
ひ
」
「下
泣
き
」
と
は
、

こ
の
歌

の
ば
あ

い
、
た
と
え
ば
次

の
、

こ
も絶

り
沼
の
下
ゆ
は
恋
ひ
む
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
歎
き
せ

め
や
も

(万
12

・
三
〇
二

こ

し
び

と
も

し
た

鮪

衝
く
と
海
人
の
燭
せ
る
い
ざ
り
火

の
ほ
に
か
出
さ
む
吾
が
下

も
ひ

念

を

(
万

19

・
四

二

一
八

)

他
人
に
は
秘
め
た
恋
や
そ
れ
ゆ
え
に
い
だ

く
嘆
き
あ
る
い
は
思
い
な

ど
が
本
で
、
人
に
知
ら
れ
ず
言

い
寄
り
、

ま
た
か
な
わ
な

い
恋

に
密

か
に
泣
く
こ
と
を
あ
ら
わ
す
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
恋
の
相
手
が
、

こ
も

づ
ま

す

な

わ

ち

「
隠

り

妻

」

で
あ

る

。

は

ぎ

秋
芽
子
の
花
野
の
す
す
き
穂

に
は
出

で
ず
吾
が
恋
ひ
渡
る
隠
り

ぼ嬬
は
も

(万
10

・
二
二
八
五
)

色
に
出
で
て
恋
ひ
ば
人
見
て
知
り
ぬ

べ
し
情
の
中

の
隠
り
妻
は

も

(万
11

・
二
五
六
六
)

前
掲
の
二
首
に
も
明
ら
か
だ
が
、
傍
線
部

の
よ
う
に
む
し
ろ
男
性
の

ほ
う
の
そ
の
恋

の
状
態
を
あ
ら
わ
す
表
現

に
、
「
隠
り
妻
」
を
め
ぐ

る
歌
の

一
つ
の
、
そ
し
て
明
ら
か
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
と
う
た
っ

て
は

い
な

い
け
れ
ど
も
、
前
掲

「絶
り
沼

の
」

の
歌

や

「
鮪
衝

く

と
」
の
歌
な
ど
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

「
隠
り
妻
」
の
歌

で
あ
り
、
そ

の
歌
の
表
現
の
か
た
ち
、
た
と
え
ば
右

の
歌
の
傍
線
部
の
よ
う
な
そ

の
か
た
ち
に
こ
そ
、
か
の

(79
)
歌

の

「
下
ど
ひ
に
わ
が
と
ふ
妹
」

以
下
の

一
節
も
恐
ら
く
の
っ
と
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た

「隠
り
妻
」
相
手
の
恋
が
人

に
知
ら
れ
ず
そ
の
ま
ま
と

ど
ま

っ
て
い
る
限
り
、
と
も
か
く
も
平
穏

は
保
た
れ
る
。
し
か
し
、

総
て
が
す
べ
て
そ
れ
で
す
む
わ
け
で
は
な

い
。

い
ち
し
ろ

隠
り
沼
の
下
ゆ
恋

ひ
余
り
白
浪
の
灼
然
く
出

で
ぬ
人
の
知
る
べ

く

(万
12

・
三
〇
二
三
)

恋

の
過
剰
が

「隠
り
妻
」
の
状
態
を
世
間

に
露
に
す
る
。
さ
ら
に
思
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い
つ
め
れ
ば
、
世
間
な
ど
顧
み
る
余
裕
な
ど
な
く
な
る
だ
ろ
う
し
、

恋
の
前
に
世
間
な
ど
も
は
や
障
害

で
は
な
く
な
る
。
そ
の
こ
と
を
う

た

っ
た
歌
を
、
さ
き
に

(80
)
歌
の
表
現
を
検
討
す
る
さ
い
採
り
あ

げ
て

い
る
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
引
用
し
て
み
る
に
、

人
言
は
夏
野
の
草
の
繁
く
と
も

妹
と
吾
と
し
携
り
宿
ば

(万

10

・
一
九
八
三
)

前
述

の
と
お
り
、
「と
も
」

の
あ
と
に
、
こ
の
表
現
に
付
随
的
な
意

味
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て

「
よ
し
」
な
ど
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

恋
が
成
就
す
る
な
ら
ば
、
本
来
厳
し
い
戒
め
と
な
る
は
ず

の
世
間
の

目
や
噂
も
、
え
え

い
ま
ま
よ
と
無
視
し
て
顧
み
な
い
と
い
う
こ
の
歌

に
通
じ
る
の
が
、
く
だ
ん
の

(80
)
歌
の
次

の

一
節
で
あ
る
。

人
は
離
ゆ
く
と
も

愛
し
と
さ
寝
し
さ
寝

て
ば

人
に
知
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
表
む
き
こ
こ
に
露
ほ
ど
も
う

か
が
う

べ
く

も
な

い
け

れ
ど
も
、
(79
)
歌

に
う

た

っ
た

「隠

り

妻
」
と

「寝
」
に
お
よ
ぶ
と
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
人
に
知
ら
れ
る

と
い
う
そ
う
し
た
含
み
忙
お
い
て
、
「
人
は
離

ゆ
」
に

つ
な
が

っ
て

い
る

は
ず
で
あ
る
。

四

所
伝

の
展
開
と
歌

ど

の
み
ち

「寝
」
だ
け
で
は

「
人
は
離
ゆ
」
を
も
た
ら
さ
な
い
は

ず
だ

か
ら
、
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
言
表
し
な
い
以
上
、
そ
の
つ
な

が
り

に
飛
躍
が
な
い
わ
け
が
な
い
。
対
の
も
う

一
方
に
た
つ

「刈
薦

の
乱
れ
ば
乱
れ
さ
寝

し
さ
寝

て
ば
」
に
し

て
も
、
「寝
」
な
ら
即

「乱
」
と
し
て
関
係
づ
け
て
い
る
。
た
と
え

「寝
」
が

「鼾
」
と
い

う
忌
わ
し
い
内
実
の
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
た
だ
ち
に
そ
う

つ
な
が

る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
、
日
本
書
紀
は
周
到
で
あ
る
。
允
恭
天
皇

二
十
三
年
三
月

に
、
古
事
記
が

「鼾
」
と

つ
た
え
る

「窃
通
」
が
発
生
す
る
。
そ
の

一
年
余
り
あ
と
の
二
十
四
年
六
月

に
な

っ
て
、
「御
膳
羹
汁
、
凝
以

作
レ
氷
」
と
い
う
異
変
に
よ
り
、
天
皇
が

そ
の
原
因
を
ト
わ
せ
た
ト

者
の

「
有
二
内
乱

一。
蓋
親
々
相
粁
乎
。
」
と

い
う
報
告
お
よ
び
あ
る

人
の

「
木
梨
軽
太
子
鼾
二同
母
妹
軽
大
娘
皇
女

【。
」
と

い
う
言

に
し

た
が

い
問

い
質
し
て
、
よ
う
や
く
真
相
が
判
明
す
る
。

「鼾
」

の
判
明
に
い
た
る
こ
の
過
程

の
総
て
を
、
軽
太
子
の
歌
以

外
に
そ
れ
に
あ
た
る
記
述
は
な
い
か
ら
、
問
題
と
す
る
あ
の

一
節
が

内
包
し
て
い
る
と
み
る
ほ
か
な

い
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ

の
実
、

「鼾
」
の
さ
い
う
た

っ
た
歌
と
し
て
は
、
そ
れ
の
判
明
に
い
た
る
過

程
は
お
ろ
か
、
判
明
す
る
こ
と
じ
た
い
、
う
た
い
こ
む
必
然
性
も
こ

れ
ま
た
な

い
。
軽
太
子
の
念
頭

に
あ
る
も

の
と
す
れ
ば
、
「粁
」

の

そ
の
犯
罪
と
し
て
の
実
質
が
も
た
ら
す
負

の
結
果
に
対
す
る
懸
念
や

不
安
の
は
ず
だ
し
、
「人
は
離
ゆ
と
も
」
「
刈
薦
の
乱
れ
ば
乱
れ
」
が

ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
懸
念

や
不
安

は
、
も
と
よ
り

「隠
り
妻
」
相
手
の
恋
に
と
も
な
う
も
の
で
は
な

い
。

そ
れ
だ
け
、
だ
か
ら

「隠
り
妻
」
相
手

の
恋
を
め
ぐ
る
歌
か
ら
は
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脱
皮
し
、
所
伝

に
そ
く
し
た
歌
の
内
実
を
前
面
に
う
ち
出
し
て
い
る
。

し
か
も

ま
た
、
「粁
」

に
必
ず
し
も

「
人
は
離
ゆ
」
や

「乱
れ
ば
乱

れ
」
が
伴
う
と
い
う
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
そ
れ
ら
を
択
び
と

っ
て

い
る

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
所
伝

の
展
開
上
、
そ
れ
ら
は
次

の
よ

う
な
記
述
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

〔人
は
離
ゆ
〕

百
官
及
天
下
人
等
背
二軽
太
子
一而
帰
二穴
穂

御
子
一。

〔乱
れ
ば
乱

れ
〕

其
太
子
被
レ捕
。
/
其
軽
太
子
者
流
二
於

伊
余
湯
一也
。
/
共
自
死
。

軽
太

子
が
の
ち
に
う
た

っ
た
歌

の
ど
れ
も
が
、
右

の

〔乱

れ
ぼ
乱

れ
〕

に
対
応
す
る
記
述
が
つ
た
え
る
そ
の
都
度
の
事
態
に
関
連
す
る
。

こ
の
か
た
ち
を
意
図
的
に
演
出
し
て
い
る
こ
と
も
疑
い
を

い
れ
な
い
。

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
後
の
展
開
に
深
く
か
か
わ
る
、

つ
ま
り
は
予
定

　　
　

す
る
内
容
を
あ
ら
わ
す
の
が
、

(80
)
歌
の
右

に
掲
出
し
た

一
節

で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
右
掲

の
そ
の
都
度

の
事
態

に
か
か
わ
る
歌
も

ま
た
、
と
り
ど
り
に

(79
)
歌
な

い
し

(80
)
歌
と
の
つ
な
が
り
を

も

つ
こ
と
を
お
の
ず
か
ら
示
唆
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
実
際

の
あ
ら

わ
れ
を
次
に
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

五

(79
)
歌
を
ひ
き
継
ぐ

(
83
)
歌

ま
ず

は

「其
太
子
被
レ捕
歌
日
」
と
い
う
二
首
の
歌
の
う
ち
、
は

じ
め

に
う
た

っ
た
歌
を
と
り
あ
げ
る
9

天
飛
む
軽
嬢
子
い
た
泣
か
ば
人
知
り

ぬ
べ
し
波
佐

の
山
の
鳩
の

下
泣
き
に
泣
く

(83
)

傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
都
倉
氏
前
掲
論
考

に
も

「忍
び
妻

・
隠
り
妻

の
状
況
を
想
定
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
」
(
謝
頁
)
と
い
う
指
摘
が
あ

る
。
そ
の
よ
う

に

「隠
り
妻
」
と
の
か
か
わ
り
を
説
く
の
が
通
例
だ

が
、
そ
れ
と
あ
い
ま

っ
て
、
こ
の
歌
と
所

伝
と
の
関
連
を
、

「人
知
り
ぬ
べ
し
」
を
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
密
着
さ
せ
て
合

理
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
著
し
い
が
、
ど
こ
か
に
無
理
が
生

じ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
オ
ホ
イ
ラ
ツ
メ
と
の
別
離

に
際
し
て
、

拉
致
さ
れ
る
カ
ル
ノ
ミ
コ
が
彼
女

へ
の
せ

つ
な
い
慕
情
と
い
と

し
み
を
託
し
た
歌
と
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
よ

い
の
で
あ
る
。

(都
倉
氏
前
掲
論
考
蹴
頁
)

せ
い
ぜ
い

一
部
あ
る
い
は
間
接
的
な
も
の

に
と
ど
ま
る
と
み
な
す
論

　ヨ
　

調
が
目
立

つ
。

そ
れ
が
、
た
と
え
ば

「隠
り
妻
」
の
内
実

に
せ
よ
掘
り
下
げ
て
い

れ
ば
と
も
か
く
、
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
で
は
、
け

っ
し
て
十
分
と
は

い
え
な
い
。
だ
い

一
、
傍
線
部
の

「泣
く
」

の
主
語
が
誰
か
す
ら
、

な
お
決
着
を
み
て
は
い
な
い
。
二
つ
の

「
泣
く
」
を
と
も
に
軽
大
郎

女
と
す
る
説

(新
潮
日
本
古
曲
ハ集
成
な
ど
)、
反
対

に
ど
ち
ら
も
軽

太
子
と
す
る
説

(山
路
氏

『評
釈
』
な
ど
)、
「
い
た
泣
か
ば
」
は
軽

大
郎
女
、
「下
泣
き
に
泣
く
」
は
軽
太
子

と
す
る
説

(日
本
古
典
文

学
全
集
な
ど
)
等
々
、
あ
い
異
な
る
説

の
な
ら
び
立

つ
こ
の
状
況
じ
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た
い
、
歌

の
な
か
に
容
易
に
は
決
め
手
を
見
出
し
が
た
い
困
難
な
事

情
が
背
景
に
あ
る
。

確

か
に
、
な
ん
ら
前
提
が
な
け
れ
ば
、
「泣
く
」
の
主
語
を
軽
大

郎
女
、

す
な
わ
ち

「軽
嬢
子
」
と
み
な
す
ほ
う
が
自
然
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
ま
た

一
方
、
呼
び
か
け
を
歌
の
冒
頭
に
す
え
、
そ
の
直
後

に
う
た
う
者
じ
し
ん
の
描
写
を

つ
な
げ

る
か
た
ち
の

「
八
千
矛
の
神

の
命

ぬ
え
草

の
女
に
し
あ
れ
ば
わ
が
心
浦
渚

の
鳥
ぞ

(以
下
略
)」

(「爾

其
沼
河
比
売
未
レ開
レ戸
、
自
レ内
歌
日
」
と
い
う
地

の
文

に

つ
づ
く
歌
。
記
歌
謡
3
)
に
通
じ
る
と
み
れ
ば
、
主
語
は
む
し
ろ
軽

太
子

の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
か
り
に
ど
ち
ら
で
も
あ
り

得

る

と
し
て
、
所
伝
じ
た

い
に
、
そ
も

そ
も

「軽
嬢

子
」

の

「泣

く
」
理
由
を
見
出
す
こ
と
な
ど
、
文
意
を
普
通
に
辿
る
か
ぎ
り
到
底

で
き
な

い
。

「泣
く
」
と
い
う
以
上
、
し
か
も
そ
れ
が

「下
泣
き
に
泣
く
」
と

い
う

か
た
ち
を
と
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
は
や
は
り

(79
)
歌
の

「下

泣
き

に
我
が
泣
く
妻
を
」
に
か
か
わ
る
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。
前

述

の
と

お
り

「隠
り
妻
」
相
手
の
恋
を
、
男
の
恋
す
る
状
態

に
そ
く

し
て
う

た

っ
た
も
の
だ
が
、

(83
)
歌
は
こ
の
表
現
を
承
け
る
。
た

と
え
ば

「波
佐
の
山
の
鳩

の
下
泣
き
に
泣
く
」
と
い
う
鳥

の
鳴
き
声

を
め
ぐ

る
こ
の
比
喩
表
現
が
、
実
は

「隠
り
妻
」
と
無
縁
で
は
な
い
。

か
け

里
中
に
鳴
く
な
る
鶏
の
喚
び
立

て
て
甚
く
は
鳴
か
ぬ
隠
り
妻
は

も

(万
11

・
二
八
〇
三
)

す
ぎ

き
ぎ
し
い
ち
し
ろ

ね

椙

の
野
に
さ
を
ど
る
雉

灼
然
く
啼

に
し
も
哭
か
む
こ
も
り
づ

ま
か
も

(万
19

・
四

一
四
八
)

後
者

は

「聞
二暁
鳴
雉
一歌
」
の
題
詞
を
も

つ
大
伴
家
持

の
歌

で
あ

り
、
同
じ
家
持
の

「春
雉
歌
」
に
、

春
の
野
に
あ
さ
る
雉
の
妻
恋
ひ
に
己
が
あ
た
り
を
人
に
知
れ
つ

つ

(万
8

・
一
四
四
六
)

き

ぎ
し

春
の
野
の
雉

の

「妻
恋

ひ
」
を
う
た
う
が
、
「春
雉
鳴
く
高
円
の
辺

に
桜
花
散
り
て
流
ら
ふ
見
む
人
も
が
も
」

(万
10

・
一
八
六
六
)

に

通
じ
、
そ
れ
は
ま
る
で
人
に
自
分
の
居
場
所
を
知
ら
せ
な
が
ら
で
も

あ
る
か
の
よ
う
だ
と
い
う
こ
の
内
容
は
、
後
者
の
歌
の

「灼
然
く
啼

に
し
も
哭
か
む
」
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
も

ち
ろ
ん
、
「妻
恋
ひ
」

の

そ
の
相
手
が

「
こ
も
り
づ
ま
」
に
あ
た
る
。

同
じ

「隠
り
妻
」
を
う
た

っ
て
は
い
て
も
、
後
者
と
は
逆
に
人
に

秘
め
、
知
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
前
者

で
あ
る
。
さ
て
そ
の

「喚
び

立
て
て
甚
く
は
鳴
か
ぬ
」
だ
が
、
「隠
り
妻
」
相
手

の
恋

の
そ
れ
が

内
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
あ

い
通
じ
る
内
容
の

一
連
の
歌
が
あ
る

の
で
、
次

に
参
照
し
て
み
る
に
、

つ
ま

ま
そ
鏡
見
と
も
言
は
め
や
玉
限
る
石
垣
淵
の
隠
り
た
る
孃

(万

11

・
二
五
〇
九
)

い
き
づ
き

水
隠
り
に
気
衝
余
り
早
川
の
瀬
に
は
立

つ
と
も
人
に
言
は
め
や

も

(万
7

・
一
三
八
四
)

隠
り
沼

の
下
に
恋
ふ
れ
ば
飽
き
足
ら
ず
人
に
語
り
つ
忌
む
べ
き
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も

の

を

(万

11

・
二

七

一
九

)

し
た

隠
り
沼

の
裏
ゆ
恋
ふ
れ
ば
す
べ
を
無
み
妹
が
名
告
り
つ
忌
し
き

物
を

(万
11

二

一四
四

一
)

ど
れ
も
、
傍
線
部
の
よ
う
に
恋
す
る
こ
と
や
そ
の
相
手
ま
た
名
な
ど

を
他
人
に
口
外
す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
心
情
を
う
た
う
。
そ
れ
の
恋

の
あ
り
か
た
も
、
「水
隠
り
に
気
衝
き
余
り
」
「隠
り
沼
の
下
に
恋
ふ

れ
ば
」
「隠
り
沼
の
裏

ゆ
恋

ふ
れ
ば
」
な
ど
、
人
に
秘
め
、
知
ら
れ

な
い
と
い
う
か
た
ち
を

一
様
に
と
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
右
掲

の
歌
の

最
初

の
歌
に

「隠
り
た
る
儷
」
と
明
示
す
る
こ
と
に
く
わ
え
、
最
後

の
歌

に
も

「妹
が
名
」
と
い
う
と
お
り
、
ま
さ
に

「隠
り
妻
」
相
手

の
恋

の
歌
の
類
型
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
の

「喚
び

立
て
て
甚
く
は
鳴
か
ぬ
」
が
こ
の
類
型
を
踏
む
こ
と
は
も
と
よ
り
、

く
だ
ん
の

「
い
た
泣
か
ば
人
知
り
ぬ
べ
し
波
佐

の
山
の
鳩
の
下
泣
き

に
泣
く
」
も
ま
た
、
明
ら
か
に
類
型

に
の
っ
と
る
で
あ
ろ
う
。
さ
れ

ば
こ
そ
、
そ
の
主
語
に
は
軽
太
子
を
あ
て
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

そ

の
こ
と
は
、
し
か
し
前
提
で
し
か
な
い
。
軽
太
子
を
主
語
と
し

た
上

で
、
先
行

す

る

(
79
)
歌

と

こ
の

(83
)
歌

と
が
、
「下

泣

き
」
を
共
有
す
る
ば
か
り
か
、
そ
の
表
現
を
め
ぐ

っ
て
内
容

の
う
え

で
も
対
応
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
。
対
応
部
分
を

次

に
抜
き
出
し
て
み
る
。

(79
)
下
泣
き
に
我
が
泣
く

(妻
を
)

(83
)

い
た
泣
か
ば
人
知
り
ぬ
べ
し

《だ
か
ら
》
波
佐

の
山
の

鳩

の
下
泣
き
に
泣
く

(83
)
歌
に
仮
り
に

《だ
か
ら
》
を
挿
入
し
た
が
、
承
接
関
係
と
し

て
は
、
そ
れ
の
上
の
句
が
理
由
を
、
下
の
句
が
帰
結
を
そ
れ
ぞ
れ
あ

ら
わ
す
。
対
応

の
上
で
は
、
(79
)
歌
の

「下
泣
き
」
と
い
う
そ
の

行
為
を
承
け
、
そ
う
す
る
ほ
か
な

い
そ
の
理
由
を
、
「
い
た
泣
か
ば

人
知
り
ぬ
べ
し
」
と
明
示
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、

「人
知
り
ぬ
べ
し
」
と
い
う
理
由
じ
た
い
、
前
掲
歌

(万
12

・
三
〇

二

一
、

万

11

・
二
五

六

六

-

嫻
頁

)

の
と

お
り

「
隠

り

妻

」

に

ち

な
む
は
ず
で
あ
る
。

六

(80
)
歌
を
ひ
き
継
ぐ

(84
)
歌

そ
の

「隠
り
妻
」
相
手

の
恋
を

「
い
た
泣
か
ば
」
以
下
に
あ
ら
わ

す
と
す
れ
ば
、
「天
飛
む
軽
嬢
子
」
と
は
、
呼
び

か
け
以
外
の
な
に

も
の
で
も
な
い
。
い
わ
ば

「
隠
り
妻
」
に
ゆ
か
り
の

「軽
」
に
関
連

　
　
　

し
て
、
軽
大
郎
女
を
そ
れ
が
比
喩
的
に
あ
ら
わ
す
こ
と
は
疑
い
な

い
。

同
じ
呼
び
か
け
を
も

っ
て

(84
)
歌
が
う
た
い
お
こ
し
て
い
る
以
上
、

(
79
)
歌
に
対
応
す
る

(83
)
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
は

(80
)

歌
を
ひ
き
つ
い
で
成
り
た
つ
で
あ
ろ
う
。

げ
ん
に
、

(80
)
歌

の

「た
し
だ
し
に
率
寝
て

(む
後
は
)
」
に
対

し
て
、
(84
)
歌
の

「
し
た
た
に
も
寄
り
寝

て

(と
ほ
れ
)
」
が
さ
な

が
ら
な
ぞ

っ
た
か
の
よ
う

に
緊
密
に
対
応

す
る
。
こ
の
場
合
も
、
そ

う
し
た
表
現
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
が
内

容
上
の
対
応
で
あ
る
。
表

　5



r

現
上

の
対
応
か
ら
外
れ
、
し
た
が

っ
て
カ
ッ
コ
で
括

っ
た
も
の
の
、

　ゑ

「と

ほ
れ
」
の
も

つ
意
味
は
な
か
な
か
に
重

い
。
そ
れ
を

「行
け
し

と
み
な

し
て
は
、
固
有

の
意
味
を
携
し
え
な
い
ば
か
り
か
、
類
型
的

な
そ

の
あ
ら
わ
れ
に
も
目
を
向

け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
「
と
ほ

る
」
じ

た
い
、
た
と
え
ば

「わ
が
袖
は
た
も
と
と
ほ
り
て
濡
れ
ぬ
と

も
」

(万
15

・
三
七

=

)
な
ど
の
例

で
も
、
波
が
布
地

の
表
か
ら

裏

へ
浸

み
て
透
る
、

つ
ま
り
は
つ
き
ぬ
け
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
が
、

人
を
主
語
と
す
る
ば
あ
い
、
そ
の
布
地
に
あ
た
る
な
に
ご
と
か
困
難

あ
る
い
は
障
害
の
伴
う
と
こ
ろ
を
通
過
す
る
意
味
あ

い
を
往
々
に
し

て
つ
よ
く
滞
び
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
の
通
過

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

に
必
要

な
手
段
や
状
態
な
ど
の
要
件
を
あ
ら
わ
す
語
を
上
置
さ
せ
る

こ
と
が
例
と
な

っ
て
も
い
る
。

わ
か
け
れ
ば
道
行
し
ら
じ
ま
ひ
は
せ
む
し
た

へ
の
使

お
ひ
て
と

ほ
ら
せ

(万
5

・
九
〇
五
)

～

山
河
を
い
は
ね
さ
く
み
て
ふ
み
と
ほ
り
く
に
ま
ぎ
し

つ
つ
～

(万
20

・
四
四
六
五
)

ほ
か
な
ら
ぬ
軽
大
郎
女
が
う
た

っ
た
歌
も
ま
た
、
こ
の
例

に
漏
れ
な

い
。

か
き

夏

草
の
あ
ひ
ね
の
浜
の
蠣
貝
に
足
踏
ま
す
な
あ
か
し
て
と
ほ
れ

(87
)

さくら
を

を
ふ

　

傍
線
部

「あ
か
し
て
」
は
、
「
桜
麻

の
苧
原

の
下
草
露
し
あ
れ
ば
明

か
し
て
い
去
け
母
は
知
る
と
も
」

(万
11

・
二
六
八
七
)
と
同
じ
く

か
き

夜
を
明
か
し
て
の
意
で
あ
り
、
蠣
貝
を
踏
ん
で
足
を
傷

つ
け
か
ね
な

い
危
険
な
と
こ
ろ
を
通
過
す
る
上
に
必
要
な
、
そ
の
危
険
回
避
の
手

だ
て
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

「
と
ほ
る
」
の
類
型
を
踏
む
こ
と
に
加

え
、
右
の

「あ
か
し
て
と

ほ
れ
」
に
通
じ
て
も

い
る
以
上
、
く
だ
ん

の

「
と
ほ
れ
」
に
し
て
も
、

困
難
あ
る
い
は
障
害
を
伴
う
と
こ
ろ
の
通
過
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
そ
れ

に
対
応
す
る
必
要
な
手
だ
て
と
し
て

「
し
た
た
に
も
寄
り
寝
て
」
を

組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
み
る
の
が
自
然

で
あ
る
。
前
述
の

(80
)
歌

と
の
対
応

に
も
、
も
ち
ろ
ん
添
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
歌
の
な
か
で

は
、
「た
し
だ
し
に
率
寝
て
む
後
」
に
待

ち
う
け
る
は
ず

の

「人
は

離
ゆ

(と
も
)
」
や

「乱
れ
ば
乱
れ
」
な
ど

の
困
難
な
状
況
を
ひ
き

う
け
る
覚
悟
を

つ
よ
く
う

っ
た
え
る
が
、
そ
う
し
た
困
難
に
伴

っ
て

軽
大
郎
女
じ
し
ん
の
身

に
生
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
難
局
を
く
ぐ
り

抜
け
る
、
無
事
通
過
す
る
と
い
っ
た
意
味

あ

い
を
、
「
と
ほ
れ
」
は

含
む
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
今
ま
さ
に

「被
レ捕
」

の
身

の
軽
太

子
に
と

っ
て
、
そ
れ
を
願
い
、
呼
び
か
け

る
以
外

に
は
な
い
。
手
だ

て
と
な
る
は
ず
の

「
し
た
た
に
も
寄
り
寝

て
」
に
し
て
も
、
願

い
や

呼
び

か
け
で
し
か
な
い
が
、
相
手
の
軽
大
郎
女
に
対
し
、
(80
)
歌

の

「
た
し
だ
し
に
率
寝
」
に
そ
く
し
て
、
そ
の
時
と
変
ら
ず
し

っ
か

り
寄
り
そ

っ
て
寝
る
こ
と
、
い
わ
ば
変
わ
ら
ぬ
恋
を
求
め
た
も
の
だ

っ
た
に
相
違
な
い
。

こ
の
歌
と
セ
ッ
ト
の
関
係
に
あ
る
の
が
、
前
述

の
と
お
り

(83
)
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歌

で
あ

る
。
「隠
り
妻
」
相
手

の
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋

の
切
な
さ
を
う

た

っ
た

も
の
で
あ
り
、
(79
)
歌

の

「人
知
り
ぬ
べ
し
」
を
承
け
、

「
い
た
泣
か
ば
人
知
り
ぬ
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
理
由
を
明
か

す
と

こ
ろ
に
新
し
さ
が
あ

る
と

い
え
ぼ
あ
る
け
れ
ど
も
、
「隠
り

妻
し
を
恋
う
歌

の
基
調
を
変
え
て

い
る
わ
け
で
は
な

い
。
最
後
を

「下
泣

き
に
泣
く
」
と
結

ぶ
と

い
う
点

で
は
、
む
し
ろ
積
極
的

に

(79
)

歌
と

一
つ
に
連
な

る
で
あ
ろ
う
。
「其
太

子
被
レ捕
歌
」
と

い
う
歌

の
成
立
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
捕
ら
わ
れ
の
身
と

な

っ
て
さ
え
、
当
初

の
恋
に
い
さ
さ
か
も
変
化
の
な
い
こ
と
を
、
そ

れ
は

つ
よ
く
う

っ
た
え
る
は
ず
で
あ
る
。

も
う

一
方
の

(84
)
歌
が
、
こ
れ
ま
た
変
ら
ぬ
恋
を
相
手
に
求
め

る
内
容

を
う
た

っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
捕
ら
わ
れ
の
身
と
な

っ
て

も
、
当
初

の
恋
を
貫
く
自
分
に
や
は
り
同
じ
恋
を
も

っ
て
応
え
る
こ

と
を
願
え
ば

こ
そ
で
あ

っ
た
ろ
う
。

(83
)
歌
と

(84
)
歌
と
は
、

「隠
り
妻
」
を
め
ぐ
る
恋
に
そ
く
し
て
、
み
ず

か
ら
そ
の
あ
り
よ
う

を
う

っ
た
え
、
相
手
に
は
そ
の
恋

に
応
え
る
こ
と
を
求
め
た
、
そ
う

し
た
対
応

に
お
い
て
セ
ッ
ト
の
関
係

に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
セ
ッ
ト

の
か
た

ち
を
、
そ
れ
ぞ
れ

(79
)
歌
、
(80
)
歌
を
ひ
き

つ
ぐ
な
か

で
成
り

た
た
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ

に
問
題
は
、
そ
の
二
つ
の
歌
を
、
「軽

の
嬢
子
」
に
対
す
る

呼
び
か
け
を
も

っ
て
う
た

い
起
こ
す
ほ
か
、
(
84
)
歌
だ
け
だ
と
は

い
え
、

わ
ざ
わ
ざ
複
数
形
の

「軽
嬢
子
ど
も
」
を
も

っ
て
結
ぶ
こ
と

に
関
し
て
、
な
ぜ

「軽
嬢
子
」
や

「軽
嬢

子
ど
も
」
と
す
る
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
従
来
、
歌
垣
の
歌
と
の
か
か
わ
り
、
ま
た
あ
る
い

は
軽
の
地
に
つ
た
わ
る

「隠
り
妻
」
伝
承

と
の
か
か
わ
り
な
ど
を
説

　
　
　

く
の
が
通
例
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
か
わ
り
が
あ
る
に
せ
よ
、
せ
い

ぜ

い
契
機
で
し
か
な
い
。
当
面
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
む
し
ろ

「軽

嬢
子
」
な
ど
を
呼
び
か
け
に
使
う
こ
と
そ
れ
じ
た
い
に
解
決
の
糸
口

を
探
る
べ
き
だ
し
、
そ
の
手
が
か
り
が
無

い
わ
け
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
「軽
嬢
子
」
と
は
軽
大
郎
女

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
は

い
え
、
表
向
き
は
、
軽
大
郎
女
そ
の
人
を
直
接
指
す
も
の
で
も
な
い
。

歌
垣
や
軽
の

「隠
り
妻
」
伝
承
な
ど
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
指
摘

の
多
く
も
、
こ
の
、
「軽
嬢
子
」
相
手

の
呼
び

か
け
と
い
う

か
た
ち

を
と
る
反
面
、
軽
大
郎
女
と
の
結
び

つ
き
が
あ
ま
り
に
も
稀
薄
な
実

態
に
基
づ
く
が
、
「軽
嬢
子
」
を
も

っ
て
軽

大
郎
女
を
暗
示
し
、
し

か
も
そ
れ

へ
の
呼
び
か
け
の
か
た
ち
を
と

る
と
い
う
こ
と
は
、
畢
竟
、

表
立

っ
て
軽
大
郎
女

に
呼
び
か
け
る
こ
と
を
避
け
た
も
の
だ

っ
た
は

ず

で
あ
る
。
そ
の
時
、
ま
さ
に

「
其
太

子
被
レ捕

(歌
)」
と

い
う

も
は
や
行
動
の
自
由

の
ま

っ
た
く
無

い
窮
地
に
陥

っ
て
い
た
こ
と
と
、

そ
れ
は
恐
ら
く
無
縁
で
は
な
い
。

迫
り
く
る
危
険
を
、
直
接
に
は
告
げ
る

こ
と
の
で
き
る
身
で
は
な

い
た
め
に
、
寓
意
を
も

っ
て
暗
示
す
る
歌
を
古
事
記
が

つ
た
え
て
い

る
。
神
武
天
皇
の
崩
後
、
嫡
后
の
伊
須
気
余
理
比
売
を
娶

っ
た
当
芸

志
美
美
命
は
、
庶
弟
に
あ
た
る
后
の
三
子
を
殺
そ
う
と
謀
る
。
そ
の
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危
険

を
知
ら
せ
る
た
め
に
后
の
う
た

っ
た
歌
が
、
次
の
二
首

で
あ
る
。

狭
井
河
よ
雲
立
ち
渡
り
畝
傍
山
木

の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
風
吹
か
む
と

す

(記
歌
謡
21
)

畝
傍
山
昼
は
雲
と
ゐ
夕
さ
れ
ば
風
吹
か
む
と
そ
木
の
葉
さ
や
げ

る

(記
歌
謡
22
)

表
向

き
叙
景
の
歌
を
装
い
な
が
ら
、
風
が
吹
く
こ
と
と
木
の
葉

の
さ

や
ぎ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
子
殺
害

の
危
機
と
そ
の
予
兆
と
を
比
喩
的
に

あ
ら
す
。
地
名
に
つ
い
て
は
、
「
『狭
井
河
』
は
皇
后

の
家
の
所
在
地
、

『畝

火
山
』
は
皇
居
の
地
を
意
味
し
、
」
(日
本
古
曲
ハ文
学
全
集
本
当

該
頭

注
四
)
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
「其
伊
須
気
余
理
比

売
之
家
在
二
狭
井
河
之
上

一。
天
皇
幸
二
行
其
伊
須
気
余
理
比
売
之
許
一、

一
宿

御
寝
坐
也
。
」
と

い
う
結
果
誕
生
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
三
子

で
あ

り
、
当
芸
志
美
美
命
が
も
は
や
皇
后
を
娶

っ
て
い
る
こ
と
か
ら

推
し

て
、
狭
井
河
は
む
し
ろ
三
子
に
ち
な
む
だ
ろ
う
し
、
雲
と
の
関

係
を

め
ぐ

っ
て
は
、

直
に
相
は
ば
相
ひ
勝

つ
ま
し
じ
石
川

に
雲
立
ち
渡
れ
見

つ
つ
偲

は
む

(万
2

・
二
二
五
)

ま

隠
口
の
泊
瀬
の
山

の
山
の
際

に
い
さ
よ
ふ
雲
は
妹

に
か
も
あ
ら

む

(万
3

・
四
二
八
)

前
者

は

「柿
本
朝
臣
人
麻
呂
死
時
、
妻
依
羅
娘
子
作
歌
」
と
い
う
題

詞
を
も
ち
、
死
ん
だ
場
所
の
石
川

に
立
ち
渡
る
雲
に
死
者
を
、
後
者

も

「
土
形
娘

子
火
二
葬
泊
瀬
山
一時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
と

い
う
題
詞
を
も
ち
、
火
葬
し
た
泊
瀬
山
に

い
ざ
よ
う
雲
に
死
者
を
そ

れ
ぞ
れ
結
び

つ
け
た
こ
れ
ら
の
歌
と
同
じ
発
想

に
よ
る
は
ず
だ
か
ら
、

狭
井
河
の
地
に
誕
生
、
成
長
を
と
げ
た
三
子
を
そ
の
雲
が
指
す
も
の

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
畝
火
山
は
、
神
武
天
皇
が
即
位
し
た

「畝

火
之
白
檮
原
宮
」
に
ち
な
み
、
す
で
に
当
芸
志
美
美
命
が
そ
の
宮
の

主
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
か
ら
吹
く
風
が
当
芸
志
美
美
命

の
目
に
は
見
え
な
い
不
穏
な
気
配
を
暗
示
す
る
。
こ
の
風
の
ま
に
ま

に
、
た
と
え
ば

「風

の
む
た
雲

の
行

き
如

す
」
(万
12

・
三

一
七

八
)
と
い
う
通
り
、
雲
は
行
く
ほ
か
な
く
、
そ
れ
が
三
子
の
死
命
を

制
す
る
、

つ
ま
り
は
殺
害
を
寓
意
す
る
も

の
と
な
る
。

こ
の
寓
意
の
手
法
を
始
め
、
娶
ら
れ
て
自
由

の
無

い
状
態
に
あ
れ

ば
こ
そ
、
そ
う
し
た
寓
意
に
よ

っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
ほ
か
な

か
っ
た
こ
と
ま
で
含
め
、
こ
の
伊
須
気
余
理
比
売

の
い
わ
ば
寓
意
歌

を
め
ぐ
る
か
た
ち
に
、
軽
太
子
の
か
の

「軽
嬢
子
」

へ
呼
び
か
け
た

歌
は
明
ら
か
に
通
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
鼾
」
は
天
下
周
知

の

事
実
だ
か
ら
、
寓
意
に
よ
る
ま
で
も
な
い
と
い
っ
た
類
の
反
論
が
あ

る
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
事
実

は
そ
れ
と
し
て
、
し
か
し

「粁
」
に
際
し
て
軽
太
子
が
軽
大
郎
女

に
う
た

い
か
け
た
そ
の
歌
の

内
容
ま
で
外
部
に
漏
れ
つ
た
わ

っ
た
と
は
、
少
く
と
も
所
伝
は
つ
た

え
て
い
な

い
。

二
人
の
あ
い
だ
に
交
さ
れ
た
睦
言
め
い
た
歌
の
は
ず

だ
か
ら
、
そ
の
内
容
を
知
る
者
は
相
手

の
軽
大
郎
女
以
外
に
は
い
な

い
、
さ
れ
ぼ
こ
そ
、
「鼾
」
の
際

に
う
た

っ
た
歌
の
表
現

に
そ
く
し
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た
歌
を
、
軽
大
郎
女
に
向
け
た
秘
密

の
符
牒
、
恋

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

し
て

発
信
し
た
も
の
と
み
る
の
が
恐
ら
く
自
然

で
あ

る
。
「其
太
子

被
レ
捕
」
と
い
う
厳
し

い
制
約
の
下
で
、
軽
太
子
が
心

の
う

ち
を

つ

た
え

る
の
に
は
、
そ
う
す
る
以
外
に
他
に
方
法
は
無
か

っ
た
で
あ
ろ

う
。な

お
ま
た

「軽
嬢
子
」
や

「軽
嬢
子
ど
も
」
な
ど
に
仮
託
す
る
に

つ
い
て
も
、

(79
)

(80
)
歌
が

「隠
り
妻
」
相
手
の
恋
の
歌
と
い
う

か
た

ち
を
と
れ
ば
こ
そ
、
寓
意
歌
と
し
て
そ
れ
を
ひ
き
継
ぐ
う
え
に
、

軽

の
地
の

「
隠
り
妻
」
伝
承
が
ま
さ
に
恰
好

の
も
の
だ

っ
た
か
ら
に

相
違

な

い
。
表
現
や
内
容
上
、

(83
)

(84
)
歌
が

(
79
)
(80
)
歌

に
通
じ
る
の
は
、
か
く
て
所
伝
の
展
開
に
と
も
な
う
必
然
で
あ
り
、

い
わ
ば
そ
れ
は
所
伝
の
要
請
に
よ
る
。
(83
)
(84
)
歌
じ
た
い
に
そ

く
し

て
い
え
ば
、
所
伝
と
は
不
可
分
に
か
か
わ
る
。
も
と
よ
り
、
そ

の
か
か
わ
り
を

一
部
あ
る
い
は
間
接
的
な
も

の
と
み
る
従
来
の
指
摘

は
当

た
ら
な
い
。

七

(85
)
歌
と

(86
)
歌
、
そ
の
先
行
歌
の
ひ
き
継
ぎ

こ

の

(83
)

(84
)
歌

に
続

い
て
、
「其
軽

太
子
流
二於

伊
余
湯
一

也
。
亦

将
レ流

之
時
、
歌

日
」
と

し

て

つ
た

え

る

の

が

(85
)

(86
)
歌
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り

(80
)
歌
に
う
た

っ
た

「乱
れ

ば
乱

れ
」

に
対
応
し
て
次
々
に
現
実
の
も
の
と
な
る

一
連
の
事
態

の
、

「被

レ捕
」

に
次
ぐ
具
体
例
が
こ
の
配
流
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
歌
が

そ
の
捕
縛
時

の
歌
に
通
じ
る
の
は
当
然
と

い
え
ば
当
然
だ
が
、
二
首

一
組
と
い
う
構
成
よ
り
な
に
よ
り
、
内
容

に
お
い
て
そ
れ
は
と
り
わ

け
著
し
い
。
ま
ず
は

(85
)
歌
を
と
り
あ
げ
て
み
る
に
、

た
つ

天
飛
ぶ
鳥
も
使
ひ
そ
鶴
が
音
の
聞
こ
え
む
時
は
我
が
名
問
は
さ

ね

(85
)

恋
人
の
間
を
と
り
も

つ
い
わ
ば
恋
の
メ
ッ
セ
ン
ジ

ャ
ー
に
鳥
を
擬
す

あ

さ

け

か

る
例
に

「妹

に
恋
ひ
寐
ね
ぬ
朝
明
に
を
し
鳥
の
是
ゆ
此
く
度
る
妹
が

使
ひ
か
」

(万
11

・
二
四
九

一
)
な
ど
が
あ

り
、
(85
)
歌
の

「鶴
が

音
」
も
、
鶴
が
そ
の
メ
ッ
セ
ン
ジ

ャ
ー
と
な

っ
て
軽
太
子
の
も
と
に

運
ぶ
便
り
を
い
う
。
鶴

の
鳴
く
音
に
太
子

の
便
り
を
重
ね
あ
わ
せ
る

こ
の
か
た
ち
は
、
さ
き
の

(83
)
歌
が
太
子
の

「
下
泣
き
」
を
鳩

の

鳴
き
声
を
も

っ
て
喩
え
た
こ
と
と
軌
を

一
に
す
る
。

そ
の

「下
泣
き
」
と
は
、
「鶴
が
音
」

の
内
容
そ
の
も
の
が
実
は

あ
い
通
じ
る
。
鶴
の
鳴
き
声
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
う
た

っ
た
歌

に

表
現
の
類
型
が
あ
り
、
そ
の
内
容
に
か
か
わ
る
が
、
た
と
え
ば
、

さ
は

あ
し

だ
づ

　
　
　
　
　
　
　
ヒ
レ　

と

ど

ろ

塩
干
れ
ば
葦
辺

に
鰺
く
白
鶴

の
妻
呼

ぶ
音
は
宮
も
動
響
に

(万

6

・
一
〇
六
四
)

あ

さ

り

い
そ

お
の
づ
ま

ほ
か
に

「求
食
す
と
磯
に
住
む
鶴
～
自
妻

呼
ぶ
も
」
(万
7

・
一
一

よ

九
八
)
「～
夕
去
れ
ば
鶴
が
妻
喚
ぶ
難
波
が
た
～
」

(万
8

・
一
四
五

三
)
「～
な
ご

の
江
に
つ
ま
よ
び
か
は
し
た
つ
さ
は
に
な
く
」
(万
17

・
四
〇

一
八
)
な
ど
が
あ
り
、
こ
う
し
た
表
現
の
類
型
に
徴
し
て
、

「鶴
が
音
」
に
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
鶴
が
妻
を
呼
ん
で
鳴
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く
声
を
容
易

に
想

い
う
か
べ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
声
は
、
前

掲
の
例

の
か
ぎ
り
で
も

「葦
辺

に
驂
く
～
宮
も
動
響
に
」
「
さ
は
に

な
く
」
な
ど
の
よ
う

に
騒
が
し
く
、
あ
た
り
を
は
ば
か
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

い
わ
ば
公
然
と
妻
を
呼
ん
で
鳴
く
声
、

そ
れ

こ
そ
が

「鶴
が
音
」

の
内
実
で
あ
る
。

も

は
や

「
隠
り
妻
」
相
手
の
恋
で
は
な

い
。
使
い
を
遣
る
こ
と
じ

た
い
、
た
と
え
ば

「梅

の
花
其
れ
と
も
見
え
ず
零

る
雪
の
い
ち
し
ろ

け
む

な
間
使
ひ
遣
ら
ば
」
(万
10

・
二
三
四
四
)
と
い
う
よ
う

に
恋

を
露
見
さ
せ
る
危
険
を
伴
う
。
「
鶴
が
音
」
の
便
り
は
、
そ
う
し
た

「隠
り
妻
」
相
手
の
恋
な
ら
厳
に
慎
む
は
ず
の
制
約
の

一
切
か
ら
み

ず
か
ら
を
解
き
放

っ
た
こ
と
を
含
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
軽
大
郎
女
を

妻
と
し
て
だ
れ
は
ば
か
る
こ
と
な
く
呼
ぶ
声
に
対
し
て
、
そ
の

「鶴

が
音

の
聞
こ
え
む
時
は
」

の
あ
と
に
つ
づ
く

「我
が
名
問
は
さ
ね
」

は
、
ま
さ
に
そ
の
妻

へ
の
誂
え
で
あ
る
。
行
き
倒
れ
の
死
者
を
傷
む

く
さ

つ

挽
歌

に

「～
若
蒭
の
妻
か
あ
り
け
む
思
ほ
し
き
言
伝
て
む
や
と
家
問

へ
ば
家
を
も
告
ら
ず
名
を
問

へ
ど
名
だ

に
も
告
ら
ず
～
」
(万
13

・

三
三
三
六

・
三
三
三
九
に
も
類
句
が
あ
る
)
と
い
う
こ
の
例

の
よ
う

に
遠

く
離
れ
た
夫

の
伝
言
、
消
息
こ
そ
家
郷
の
妻

の
待
ち
望
む
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
伝
え
る
鶴

か
否
か
を
確
か
め
る
た
め
、
私
の
名

を
尋
ね
て
下
さ
い
と
い
う

の
が
、
誂
え
の
そ
の
内
容
だ

っ
た
は
ず
で

あ
る
。

こ
う
し
た
妻
に
対
す
る
呼
び

か
け
と
誂
え
と
の
組

み
合
わ
せ
を
通

し
て
、
軽
大
郎
女
を
妻
と
す
る
軽
太
子
の
明
確
な
意
志
を

つ
た
え
る

の
が

(85
)
歌
だ
が
、
(86
)
歌
は
、
そ

れ
に
対
応
し
な
が
ら
、
む

し
ろ
直
接
的
に
軽
大
郎
女
を

「我
が
妻
」

と
い
う
。
内
容
の
上
で
も
、

(85
)
歌
が
た
か
だ
か
名
を
尋
ね
る
よ
う
誂
え
る
だ
け
の
消
極

に
と

ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
「
い
帰
り
来
む
ぞ
」
と

い
う
積
極
的
な
太
子

の
決
意
を
あ
ら
わ
す
。

お
ほ

き
み

は
ぶ

王
を
島

に
放
ら
ぼ
船
余
り
い
帰
り
来
む
ぞ
我
が
畳
ゆ
め
言
を
こ

そ
畳
と
言
は
め
我
が
妻
は
ゆ
め

(86
)

も

っ
と
も
、
決
意
を
表
明
す
る
だ
け
な
ら
、
そ
の
あ
と
は
不
要
で
あ

る
。
そ
れ
が
不
要
で
も
、
付
け
足
し
で
も
な
い
こ
と
は
、
か
り
に
た

と
え
ば

「
い
帰
り
来
む
ぞ
」
の
あ
と
に

「
だ
か
ら
」
を
補
う
こ
と
が

可
能
な
展
開

に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「我

が
畳
ゆ
め
」
以
下
に
む
し

ろ
歌
の
中
心
が
あ
る
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
ほ
ど
に
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ

う
に
そ
の
も
つ
意
味
は
重

い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
解
釈
に
大
き

な
疑
問
が
あ
る
。
と
り
わ
け
問
題
な
の
が

「わ
が
畳
ゆ
め
」
だ
が
、

こ
れ
を

「旅
に
出
た
人
の
敷
物

(寝
床
)
を
汚
す
と
そ
の
人
に
異
変

が
起
こ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
」

(新
潮
日
本
古
典
集
成
本
当
該
頭
注
)

と
み
な
す
ほ
か
、
同
じ
よ
う
な
内
容
を
指

摘
す
る
前
提
に

「家
人
は

そ
の
畳

(敷
物
)
を
そ
の
人
の
使
用
し
た
ま
ま
に
し
て
潔
斎
し
て
待

つ
風
習
が
あ
り
」

(日
本
古
典
文
学
全
集
本
当
該
頭
注
)
と
い
う
よ

う
に

「風
習
」

の
存
在
を
説

い
た
り
な
ど
す
る
。
確
か
な
根
拠
が

一
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つ
で
も
あ
れ
ぼ
と
も
か
く
、
「上
代
人
は
、
人
の
霊
魂

は
、
常

に
そ

の
居

る
場
に
留
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
旅
行
中
な
ど
に
、

み
だ

り
に
そ
の
畳
を
移
動
さ
せ
た
り
、
汚
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
忌

と
し
て
い
た
。
」
(山
路
氏

『評
釈
』
鵬
頁
)
と
い
う
所
説
に
は
た
し

て
ど
れ
ほ
ど
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
な
お
同
趣
旨
の
指
摘
が
、

相
磯
貞
三
氏

『記
紀
歌
謡
全
註
解
』
で
は
、
雪
連
宅
満
が
鬼
病

に
遇

っ
て
死
去
し
た
時

の
歌
の

一
節

「多
太
未
可
母

安
夜
麻
知
之
家

あ
や
ま
ち

牟
」

(万
15

・
三
六
八
八
)
を

「畳
か
も

過
し
け
む
」

(嬲
頁
。
昭

和
四
十
二
年
再
版
。
有
精
堂
)
と
訓
ん
で
な
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
れ

も
、

む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ

「
正
身
か
も
過
ち
し
け
む
」
と
い
う
訓
み
、

「自
身
が
過
ち
で
も
犯
し
た
せ
い
な
の
か
、」

(伊
藤
博
氏

『萬
葉
集

釋
注

八
』
憫
頁
。
集
英
社
)
と
い
う
解
釈
が
妥
当
だ
か
ら
、
根
拠
と

は
な
り
得
な

い
。

従
来

の
見
解
が
俗
信

・
風
習

・
禁
忌
な
ど
と
い
っ
て
も
、
肝
腎
の

「畳
」

に
関
し
て
裏
づ
け
と
な
る
例
が
な
い
以
上
、
見
直
し
が
必
要

で
あ

る
。
そ
こ
で
改
め
て

「
畳
」
に
た
ち
か
え

っ
て
み
る
に
、

ピ

ぬ

ぬ

さ
む

苅
薦
の

一
重
を
敷
き
て
さ
眠
れ
ど
も
君
と
し
宿
れ
ば
冷
け
く
も

な
し

(万
11

・
二
五
二
〇
)

う

し
ド

　
　

　
　

　
　

さ
し
焼
か
む
小
屋
の
し
こ
屋
に
か
き
棄
て
む
破
れ
薦
を
敷
き
て

を

し
こ

ゆ
ゑ

う
ち
挌
ら
む
鬼

の
し
こ
手
を
さ
し
易

へ
て
宿
ら
む
君
故
～
此
の

床

の
ひ
し
と
鳴

る
ま
で
嘆
き

つ
る
か
も

(万
13

二
二
二
七
〇
)

傍
線

部

「苅
薦
」
「破
れ
薦
」
と
も
に
、
粗
末
な
敷
物
と
し
て
表
現

を
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
い
る
が
、
「畳
薦

へ
だ
て
編
む
数
」
(万
11

・

二
七
七
七
、
12

・
二
九
九
五
)
に
い
う
畳

に
す
る
薦
を
編
ん
だ
敷
物
、

実
態
と
し
て
は

「薦
畳
」

(万
16

・
三
八

四
三
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
苅
薦
の

一
重
を
敷
き
て
さ
眠
れ
ど
も
～
冷
け
く
も
な
し
」

に
も
、

恋
人
男
女
が
宿
る
た
め
に
使
う
簡
易
な
寝

具
と
い
っ
た
趣
が
色
濃
く
、

後
出
歌
の

「
さ
し
焼
か
む
小
屋
の
し
こ
屋

に
か
き
棄
て
む
破
れ
薦
を

敷
き
て
」
に
い
た

っ
て
は
、
そ
う
し
た
寝

具
の
こ
と
に
粗
末
な
も
の

と
あ
ば
ら
家
と
を
取
り
合
わ
せ
て
も
い
る
。

と
こ床

と
は
、
同
じ
寝
具
で
も
、
そ
の
点
に
大
き
な
違

い
が
あ
る
。

一

方
、
「菅
畳
」
は
、
薦
と
菅
と
い
う
た
だ
素
材
だ
け
の
違

い
し
か
な

く
、
「薦
畳
」
と

の
類
似
が
著
し
い
。
神
武
天
皇
が
見
初
め
た
伊
須

気
余
理
比
売
と
の
初
契
り

(「所
伝
は

「
一
宿
御
寝
坐
」
と

い
う
)

を
回
想
し
て
よ
ん
だ
歌
に
、
「菅
畳
」
を
次

の
よ
う

に
つ
た
え
る
。

葦
原
の
し
け
し
き
小
屋
に
菅
畳
い
や
さ
や
敷
き
て
わ
が
二
人
寝

し

(記
歌
謡
20
)

「
い
や
さ
や
敷
き
て
」
に
は
、
た
と
え
ば
仁
徳
天
皇
条
に
つ
た
え
る

歌
の

「言
を
こ
そ
菅
原
と
い
は
め
あ
た
ら

清
し
女
」
(記
歌
謡
65
)

す
が

と

い
う

「清
し
」
と
響
き
あ
う

「菅
」
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
く
、

「
し
け
し
き
小
屋
」
と
の
対
比
も
そ
れ
だ

け
際
だ

つ
け
れ
ど
も
、

「
し
け
し
き
小
屋
」
で
あ
る
以
上
、
「床
」
で
は
あ
り
え
ず
、
せ
い

ぜ

い
の
と
こ
ろ

「
菅
畳
」
だ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
恋
人
男
女
が
共
寝

に
つ
か
う
簡
易
な
寝
具

と
い
う
点

で
は
、
前

掲

「苅
薦
」
「破

れ

46



薦
L
な
ど
の

「薦
畳
」
と
な
ん
ら
違

い
が
な

い
。

男
女

の
恋
を
う
た
う
な
か
の

「畳
」
は
、
接
待
や
儀
礼
に
つ
か
う

そ
れ
と
は
別
に
、
右
の
よ
う
に
共
寝
用

の
簡
易
寝
具
と
し
て
、
あ
ば

ら
家

に
敷
く
と
い
う
か
た
ち
を

一
様
に
と
る
。
く
だ
ん
の

「我
が
畳

ゆ
め
」

に
、
そ
の
か
た
ち
は
認
む
べ
く
も
な

い
。
「我
が
」
を
冠
す

る
例
も
、
他
に
は
な
く
、
異
例
と
い
う
ほ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
歌
じ

た
い
の
要
請
に
そ
れ
は
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

八
田
の

一
本
菅
は
子
持
た
ず
あ
た
ら
菅
原
/
言
を
こ
そ
菅
原
と

言

は
め
あ
た
ら
清
し
女

(記
歌
謡
65
)

さ
き
に
も
引
用
し
た
仁
徳
天
皇
条

の
歌
だ
が
、
/
線
の
前
後
二
段
か

ら
成
り
、
各
段
の
末
尾
を
、
さ
な
が
ら
脚
韻
を
踏
む
か
の
よ
う
に
類

似
し
た
表
現
を
も

っ
て
そ
ろ
え
た
点

に
特
徴
が
あ
る
。

王
を
島

に
放
ら
ば
船
余
り
い
帰
り
来
む
ぞ
我
が
畳
ゆ
め
/
言
を

こ
そ
畳
と
言
は
め
我
が
妻
は
ゆ
め

二
段
構
成
や
末
尾
を
そ
ろ
え
る
表
現
、
ま
た

「言
を
こ
そ
」
を
め
ぐ

る
表
現

の
か
た
ち
な
ど
に
徴
し
て
、
同
じ
型
に
の

っ
と

っ
て
こ
の
歌

が
な
り
た

つ
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な

い
。
こ
の
な
か
で
、
前
段
と
後

段
と
を

つ
な
ぐ

い
わ
ば
蝶
番

の
役
割
を
は
た
す
の
が

「我
が
」
で
あ

る
。
と
も

に

「我
が
」
を
冠
す
る
以
上
、
「畳
」
と

「妻
」
と
の
間

に
も
、

な
に
が
し
か
共
通
項
な
い
し
接
点
が
あ

っ
て
然
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で

一
貫
し
て

「隠
り
妻
」
相
手

の
恋
を
う
た

っ
て
き
た

そ
の
流

れ
の
延
長
上

に
こ
の

「妻
」
も
位
置
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ

う
し
た

「妻
」

に
か
か
わ
る

「畳
」
と
は
、
恋
に
関
連
す
る
も
の
、

す
な
わ
ち
共
寝
用
の
簡
易
な
寝
具
と
み
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
神
武
天
皇
が
伊
須
気
余
理
比
売
と
の
初
契
り
を
回
想
し

た
歌
に
よ
み
こ
ん
だ

「菅
畳
」
同
様
、
軽
大
郎
女
と
の

「
う
る
は
し

と
さ
寝
し
さ
寝
」

(80
歌
)
を
刻
み
つ
け
る

か
た
み
の
品
で
も
あ

っ

た
に
相
違
な
い
。

(80
)
歌

に

「刈
薦

の
乱

れ
ば
乱
れ
」
と
う
た

っ

た
こ
の

「刈
薦
」
も
、
枕
詞
の
み
な
ら
ず
、
前
掲
歌
の

「苅
薦

の

一

重
」
に
も
通
い
、
暗
示
的
に
後
出

の

「畳
」
を

「薦
畳
」
に
つ
な
げ

る
秘
か
な
た
く
ら
み
の
所
産
だ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
も

っ
と
も
、

そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
確
証
が
あ
る
わ
け

で
は
な
く
、
た
ん
な
る
思

い
な
し
に
過
ぎ
な
い
と
は

い
え
、
「畳
」
が

(80
)
歌
に

つ
な
が
り

を
も

つ
と
い
う
こ
の

一
点

に
か
ぎ
れ
ば
、
も
は
や
疑

い
を
さ
し
は
さ

む
余
地
は
な
い
。
そ
の
つ
な
が
り
を
導
く

の
が
、
す
な
わ
ち
共
寝
で

あ
る
。

「愛
し
と
さ
寝
し
さ
寝

て
ば
」
(80
歌
)
↓

「
し
た
た
に
も
寄

り
寝
て
」

(84
歌
)
↓

「わ
が
畳
」
(
86
歌
)

ど
の
歌
も

「寝
」

に
か
か
わ
る
と
い
う
以
上
に
、
よ
り
積
極
的
に
、

つ
ま
り
意
図
的
に

「寝
」
を
め
ぐ
る
系
統

だ

っ
た
歌
と
し
て
成
り
立

つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、
も
う

一
つ
別

の
系
統
が
対
応
す
る
。

「下
泣
き
に
我
が
泣
く
」

(79
歌
)
↓

「
い
た
泣
か
ば
」
「下
泣

き
に
泣
く
」

(83
歌
)
↓

「鶴
が
立目
」

(85
歌
)

こ
う
し
た
系
統
間

の
緊
密
な
対
応

に
関
連
し
て
補
足
す
れ
ば
、
「泣
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(鳴
)
L
に
ち
な
む
も
の
が

「鶴
が
音
」
で
あ

っ
た
よ
う

に
、
「寝
」

に
ち
な
む
も
の
と
し
て

「畳
」
を
選
び
と

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ

の
ち

な

む
も

の
相

互

の
対

応
は
、
そ
れ
ぞ

れ

「
我
が
畳
」
H

「妻
」
、
「鶴
が
音
」
11

「我
」
と
い
う
対
応
に
も
重
な
る
。

八

軽
大
郎
女
か
ら
衣
通
王
へ

そ
し

て
も
う

一
つ
、
対
応

で
は
な

い
け

れ
ど
も
、
(85
)
歌

と

(
86
)
歌
と
を
た
が

い
に
結
び

つ
け
る
の
が
、
と
も
に
妻

に
対
す
る

呼
び
か
け
の
か
た
ち
を
と
る
点

で
あ
る
。

(85
)
歌
の

「我
が
名
問

は
さ
ね
」
と

(86
)
歌

の

「我
が
妻
は
ゆ
め
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
後

者
は
、

「畳
」
を
め
ぐ
る
先
学
の
解
釈
の
見
直

し
を
優
先
し
、
棚
上

げ
し
て
き
た
の
で
、

こ
こ
に
改
め
て
内
容
に
た
ち

い
っ
て
み
る
に
、

注
釈
書

の
多
く
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
れ
に
は
直
前

に
類
例
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
軽
太
子
が
逃
げ

こ
ん
だ
先

の
大
前
小
前
宿
禰
の
家

を
、
軍
を
興
し
と
り
囲
ん
で
穴
穂
御
子
が
う
た
い
か
け
た
歌
に
宿
禰

が
応
え
た
次
の
歌

の

一
節
で
あ
る
。

あ

ゆ

ひ

宮

人

の
足
結

の
小
鈴
落
ち
に
き
と
宮
人
と
よ
む
里
人
も

ゆ
め

(記
歌
謡
82
)

傍
線
部

「
ゆ
め
」

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

「
ユ
メ
は
禁
止
の
副
詞

と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
が
、
文
末
の
場
合
は
斎
み
慎
め
、
気
を

つ

け
よ
、

の
意
と
な
る
。
」
(日
本
古
典
文
学
全
集
本
当
該
頭
注
)
と
い

っ
た
注
釈
が
代
表
す
る
よ
う
に
ほ
ぼ

「軽
挙
妄
動
を
慎
め
」
あ
る

い

は

「決
し
て
騒
ぐ
な
」
の
訳
を
あ
て
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
は
た
し
て
く
だ
ん
の

「わ
が
妻
は
ゆ
め
」
に
妥
当
な
の
か
、

疑
問
が
無

い
わ
け
で
は
な
い
。

右
掲
の
注
釈
が
説
く

「
文
末
の
場
合
」

の
例
は
、
圧
倒
的
多
数
の

そ
れ
以
外
の
例

の
よ
う
に
は

「な
」
と
呼
応
す
る
こ
と
も
な
く
、
数

も
少
な

い
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
類
型
を
も

つ
。
万
葉
集

に
は
、
次

の

三
例
し
か
な
い
。

む

か

を

ヨ
き
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
ゆ

向

つ

峯

に

立

て

る

桃

の

樹

な

ら

め

や

と

人

ぞ

耳

言

く

汝

が

情

勤

(
万

7

・

一

三

五

六

)き
こ
な
め
ド
　　
か
し
ド
　　
　
　
　
　
　
　
　
レな
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隠
口
の
豊
泊
瀬
道
は
常
滑
の
恐
き
道
そ
尓
が
心
ゆ
め

(万
11

・

二
五

一
一
)

　

～
荒
山
も
人
し
依
す
れ
ば
よ
そ
る
と
そ
云
ふ
汝
が
心
勤

(万
13

・
三
三
〇
五
)

　ヱ

第

二
例
に
不
安
が
多
少
あ
る
も
の
の
、
「汝

が
こ
こ
ろ
ゆ
め
」
の
か

た
ち
を
全
て
が
と
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
こ
と
よ
り
、
破
線
部
の

ど
れ
も
が
、
「汝
」
と
呼
び

か
け
る
人
物

に
と

っ
て
困
難
な
好
ま
し

く
な
い
事
態
を
あ
ら
わ
す
こ
と
の
ほ
う
で
あ
る
。
そ
の
事
態

に
直
面

し
て
、
バ
タ
バ
タ
す
る
な
、
後
込
み
や
油
断
な
ど
す
る
な
と
呼
び
か

　　
　

け
た
の
が

「汝
が
こ
こ
ろ
ゆ
め
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
き
に
挙
げ
た
宿
禰

の
歌

に
し
て
も
、
「
宮
人
と
よ
む
」
が
右
掲

の
例
の
破
線
部
と
同
じ
事
態
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
。
傍
線
部
は
、
だ

か
ら
そ
う
し
た
事
態
に
直
前
し
て
も
動
揺
な
ど
せ
ず
、
し

っ
か
り
立
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ち
向

か
う
こ
と
を

「里
人
」

に
呼
び
か
け
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
く
だ
ん
の

「わ
が
妻
は
ゆ
め
」
の
ば
あ

い
、
明
示
は
し
て
い

な

い
け
れ
ど
も
、
破
線
部

に
あ
た

る

「流
二於
伊
余
湯

一」
を
踏
ま

え
、

そ
れ
に
伴
う
諸
般
の
困
難
な
事
態
に
、
「
い
帰
り
来
む
ぞ
」
と

い
う

こ
の
決
意
の
実
現
す
る
ま
で
は
し

っ
か
り
立
ち
向

か
う
よ
う
妻

に
呼
び

か
け
た
軽
太
子
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
じ

妻

へ
の
呼
び
か
け
で
も
、

(85
)
歌
が

「
鶴
が
音
」
に
対
し
て

「我

が
名
問

は
さ
ね
」
と
応
じ
る
よ
う
誂
え
た
い
わ
ば
外
界
を
場
と
す
る

単
純

な
か
た
ち
を
と
る
の
と
は
対
照
的
に
、
お
の
が
決
意

に
相
応
す

る
覚
悟

を
求
め
た
、
そ
れ
だ
け
内
面
の
真
情

に
深
く
か
か
わ
る
切
実

な
願

い
と
い
っ
た
性
格
が

つ
よ
い
。

(
85
)

(86
)

の
二

つ
の
歌
と
も

に
、
呼
び

か
け

は
、
も
は

や

「隠

り
妻
」
相
手
の
そ
れ
で
は
な

い
。
「隠
り
妻
」
と
は
、
「鼾
二其

伊
呂
妹

軽
大
郎
女

一」
と
い
う
禁
断

の
恋
が
強
い
た
状
態

で
あ
り
、

け

っ
し

て
人
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
特
性
が
あ

っ

た
け

れ
ど
も
、
「隠
り
妻
」
か
ら
の
転
換
を
直
に
あ
ら
わ
す
の
が
、

す
な
わ

ち

「
其
伊
呂
妹
軽
大
郎
女
」
か
ら

「衣
通
王
」

へ
の
名
称
の

変
更

で
あ
る
。
こ
の
衣
通
王
こ
そ
、

二
つ
の
歌

に
軽
太
子
が
呼
び
か

け
た
そ

の
当
の
相
手
で
あ
る
。
允
恭
天
皇
の
系
譜
記
事
に

「次
軽
大

郎
女
、
亦
名
衣
通
郎
女
」
と
い
う
衣
通
郎
女
の
名

の
由
来
を
説

い
て
、

割
注

に

「御
名
所
三
以
負
二
衣
通
王

一者
、
其
身

之
光
、
自
レ衣
通
出

也
。
」

と
い
う
。
類
例
に
、
同
じ
允
恭
天
皇
条

に
日
本
書
紀
が

つ
た

え
る

「妾
弟
、
名
弟
姫
焉
。
弟
姫
容
姿
、
絶
妙
無
レ
比
。
其
艶
色
、

徹
レ衣
而
晃
之
。
是
以
、
時
人
号
日
二
衣
通
郎
姫

一也
。
」
(七
年
十

二

月
)
と
い
う

一
節
が
あ
る
。
た
し
か
に
通

じ
る
と
は
い
え
、
衣
通
王

に
つ
い
て
は
、
弟
姫
の
よ
う
に

「
容
姿
」

を

「絶
妙
無
比
」
な
ど
と

強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「衣
通
」
の
名

の
由
来
を
め
ぐ

っ

て
も
、
衣
を
通
り
ぬ
け
る
の
は

「
其
艶
色
」
で
は
な
く

「光
」
で
し

か
な
い
。
美
し

い
に
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、
さ
り
と
て

「比
類
な
き

美
女

の
典
型
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。」

(居
駒
永
幸

氏

「衣
通
王
の
歌
と
物
語
」
『古
代
の
歌

と
叙
事
文
芸
史
』
跚
頁
。

平
成
十
五
年
三
月
、
笠
間
書
院
)
と
ま
で
言

い
き
れ
る
の
か
、
た
め

ら

い
を
禁
じ
え
な

い
。

む

同
じ
古
事
記

の

「光
」
の
例

で
は
、
動
詞

の

「
是
時
有
二
光
レ
海

む

依
来
之
神

一」

(上
巻
)
「爾
其
肥
長
比
売

患
、
光
二海
原

一自
レ
船
追

来
」

(垂
仁
天
皇
条
)
な
ど
は
も
と
よ
り
、
名
詞
の

「生
レ
尾
人
自
レ

　

井
出
来
。
其
井
有
レ
光
。
」
(神
武
天
皇
条

)
に
し
て
も
、
美
と
は
無

縁
と

い
う
ほ
か
な
い
。

一
方
、
内
容

の
あ

い
通
じ
る
の
が
日
本
書
紀

(神
代
上
、
第
五
段
本
伝
)
の
次
の
例

で
あ
る
。

此
子
、
光
華
明
彩
、
照
二
徹
於
六
合
之
内
一。

「此
子
」
は
日
神
を
さ
す
。
誕
生
を
喜
ぶ
両
親

(伊
奘
諾
尊

・
伊
奘

冉
尊
)
が
こ
の
神
を

「霊
異
之
児
」
と
は

い
っ
て
も
、
そ
こ
に
美
を

認
め
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
衣
通

王
に
し
て
も
、
「其
身
之

光
、
自
レ衣
通
出
也
。」
は
少
く
と
も
美
そ

れ
自
体
を
あ
ら
わ
す
も
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の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

「自
レ衣
通
出
」
と
い
う
こ
の
あ
り
か
た
に

焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
万
葉
集
に
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
う
た

っ
た
歌
が

あ
る
。

こ

ぞ
め

き
ぬ

紅

の
深
染
の
衣
を
下
に
著
ば
人
の
見
ら
く
に
に
ほ
ひ
出
で
む
か

も

(万
11

・
二
八
二
八
)

わ
ぎ

も
こ

こ
ろ
も

し
た

き

人

言
の
繁
き
時

に
は
吾
妹
し
衣

に
あ
り
せ
ば
裏

に
服
ま
し
を

(万
12

・
二
八
五
二
)

「衣
」

を

「し
た
に
き
る
」
と
は
、
ひ
そ
か
に
契
る
、
目
立
た
な
い

よ
う

に
恋
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
噂
の
か
ま
び
す
し

い
時

に
は
そ
う

し
た

い
と
い
う
の
が
後
者
で
あ
り
、
そ
う
し
た
い
の
は
山
山
だ
が
、

な
に
し
ろ

「紅

の
深
染
の
衣

(
つ
ま
り
は
人
目
を
惹
く
美
女
)」
だ

か
ら
、

上
着
か
ら
透
け
出
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を

う
た
う
の
が
前
者

で
あ
る
。
「
に
ほ
ひ
出
で
む
」
に
美

し
さ
は
確
か

に
不

可
分
の
要
素
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
表
に
あ
ら
わ
れ
出
る

こ
と

の
ほ
う
が
重
要

で
あ
る
。
「自
レ
衣
通
出
」
は
、
ま
さ
に
そ
う

し
た
表

に
あ
ら
わ
れ
出
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
に
明
ら
か
に
知
ら
れ

る
こ
と
を
よ
り
直
接
的
に
あ
ら
わ
す
表
現
だ

っ
た
に
相
違
な

い
。

こ

の

「自
レ衣
通
出
」
を
名
に
刻
む
衣
通
王
が
、
も
は
や

「隠
り

妻
」

相
手
の
歌
で
は
な

い

(85
)
(86
)
歌

の
直
後

に
、
軽
太
子
が

歌
に
呼
び
か
け
た
そ
の
相
手
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り

偶
然

で
は
な

い
。
「隠
り
妻
」

に
か
わ

っ
て
、
そ
の
身
か
ら
光
を
発

す
る
軽
大
郎
女

の
い
わ
ば
本
質
に
根
ざ
し
、
し
か
も
そ
れ
が
そ
の
ま

ま
人
に
知
ら
れ
た
公
然
た
る
妻
に
身
を
転
じ
た
こ
と
の
象
徴
的
な
意

味
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
げ
ん
に
、
「其
衣

通
王
献
レ歌
。
」
と
い
う
そ

の
歌
に
は
、
夫
を
は
る
か
に
思

い
や
る
妻

の
心
情
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

九

(87
)
歌
と

(88
)
歌
、
そ

の
唱
和
歌
的
あ
り
か
た

か
き

夏
草
の
あ
ひ
ね
の
浜
の
蠣
貝

に
足
踏

ま
す
な
明
か
し
て
と
ほ
れ

(87
)

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に

(84
)
歌

の

「
し
た
た
に
も
寄
り
寝

て
と
ほ
れ
」
を
と
り
あ
げ
た
際
に
参
照
し
言
及
し
た
と
お
り

(剏

頁
)
、
蠣
貝
を
踏
ん
で
足
を
傷

つ
け
な

い
よ
う
夜
を
明
か
し
て

(
つ

ま
り
夜
が
明
け
る
の
を
待

っ
て
)
通
過
し

な
さ
い
と
い
う
意
味

に
理

解
し

て
ほ
ぼ
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
「将

レ流
之
時
、
歌
日
」
と

い

う

(85
)
(86
)
歌
の
直
後
に
位
置
し
て

い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、

流
刑
地
に
向
け
旅
立

つ
か
、
あ
る
い
は
旅
行
く
夫
を
気
遣
う
妻

の
心

情
を
あ
ら
わ
す
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
明
ら

か
で
あ
る
。

旅

に
困
難
や
危
険
は

つ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
流
刑
地

へ
護
送
さ
れ
る
道
々
に
潜
む
さ
ま
ざ
ま
な
難
儀
を
、
そ
れ
に
傷

つ
く

こ
と
な
く
無
事
乗
り
越
え
る
よ
う
呼
び
か
け
た
も
の
だ
か
ら
、
内
容

の
上
で
は
、
軽
大
郎
女
が
直
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
難
局
を
無
事
通

過
す
る
よ
う
に
と
呼
び
か
け
た

(84
)
歌

の

「し
た
た
に
も
寄
り
寝

て
と
ほ
れ
」
に
確
実
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
そ
の
対
応
と
い
う
点
で

注
目
に
あ
た

い
す
る
の
が
、
「明
か
し
て
と
ほ
れ
」

の
内
容
で
あ
る
。
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な
ぜ

「明
か
し
て
」
な
の
か
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
や
は
り
す
で
に

参
照
し
た
歌
を
あ
ら
た
め
て
次
に
引
用
し
て
み
る
。

さ
く
ら

を

を

ふ

桜

麻
の
苧
原

の
下
草
露
し
あ
れ
ば
明

か
し
て
い
去

け
母
は
知

る
と
も

(万
11

・
二
六
八
七
)

こ
の
歌

で
は
、
ま
だ
夜
明
け
前

の
今
は
下
草
に
露
が
あ
る
か
ら
、
帰

る
道
す
が
ら
そ
れ
に
濡
れ
な

い
よ
う

「明
か
し
て
い
去
け
」
と
勧
め

て
い
る
。
実
は
男
を
引
き
と
め
る
口
実
に
過
ぎ
な
い
。
下
草
の
露
も
、

と
ど
の

つ
ま
り
男
が
帰
る
道
す
が
ら
遭
遇
す
る
障
害
の
た
と
え
で
も

あ
る
。

そ
の
口
実

の
意
味
あ

い
は
無

い
け
れ
ど
も
、
(86
)
歌
で
も
、

「
あ
ひ
ね
の
浜
の
蠣
貝
」
は
踏
め
ば
足
を
傷

つ
け
る
障
害
を
あ
ら
わ

す
。
そ
う
し
た
障
害
に
遭
遇
す
る
危
険
を
避
け
る
た
め
と
い
う
点
で

は
、
「
明
か
し
て
い
去
け
」
と

「
明
か
し
て
と
ほ
れ
」
と
に
ほ
と
ん

ど
違

い
は
な

い
。
そ
の
近
さ
は
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
と

(84
)
歌
の

「
し
た
た
に
も
寄
り
寝
て
と
ほ
れ
」
と
の
近
さ
に
も
重
な
る
。

そ
の
こ
と
は
、

一
つ
の
推
測
を
さ
そ
う
。
す
な
わ
ち
、
た
が

い
の

近
さ
は
共
寝
を
核
と
す
る
が
、

(87
)
歌
の
地
名

「あ
ひ
ね

の
浜
」

あ

ふ

み

や
す

や
す

い

ね

も
ま
た
、
た
と
え
ば

「
吾
妹
子
に
又
も
相
海
の
安
の
河
安
寐
も
宿
ず

に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
」
(万
12

・
三

一
五
七
)
が
地
名
と
そ
れ

の
喚

起
す
る
語
と
の
重
な
り
を
基
に
成
り
立

つ
よ
う

に
共
寝
に
か
か
わ
る

の
で
は
な

い
か
。
従
来
も
、
実
は
注
釈
書
の
多
く
が
そ
の
音
相

か
ら

あ
ひ

ね

「相
寝

」
と
の
結
び

つ
き
を
指
摘
し
て
は
い
て
も
、
往
々
に
し
て
そ

れ
だ
け

に
と
ど
ま

っ
て
い
た
た
め
に
、
否
定
的
な
見
解
も
あ
る
け
れ

　　
　

ど
も
、
従
来

の

「相
寝
」
説

に
立
ち
、
共
寝
を
も

っ
て

(87
)
歌
全

体
を
縁
ど
り
し
て
い
た
も
の
と
み
て
も
は
や
誤
り
な

い
は
ず
で
あ
る
。

あ
ひ

ね

「
相

寝

(下

二
段

動

詞

「
ぬ

」

の
連

用

形

)
L

と

は

、

た
ま

ぬ

し

し

も

霊
合

へ
ば
相

ひ
宿
る
物
を
小
山
田
の
鹿
猪
田
禁
る
ご
と
母
し
守

ら
す
も

(万
12

・
1
10
0
0
)

こ
う
し
た
恋
す
る
男
女
の
魂
が

一
体
と
な

っ
た
と
こ
ろ
で
実
現
す
る

も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら

(87
)
歌
で
も
、
軽
太
子
と
衣
通
王
と

た
ま
あ
ひ

の
同
じ
よ
う
な

「霊
合
」
を
暗
示
す
べ
く

「あ
ひ
ね
」
を
こ
と
さ
ら

選
び
と

っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
だ
け
、
そ
の
可
能
性

の
か
ぎ
り
で
は
あ

っ
て
も
、
深
い
つ
な

が
り
を
も

つ
の
が

(84
)
歌

の

「し
た
た

に
も
寄
り
寝
て
と
ほ
れ
」

で
あ
る
。
「明
か
し

て
と
ほ
れ
」
を
始
め
、

そ
う
し
て

(87
)
歌
が

深
く
そ
れ
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
歌
の
成
り
た
ち
に

か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
ふ
り
返

っ
て
み
れ
ば
、
「し
た
た
に
も
寄
り

寝
て
と
ほ
れ
」
は
、
「軽
嬢
子
」
相
手
と

い
う
か
た
ち
に
仮
託
し
た

軽
大
郎
女
に
対
す
る
呼
び
か
け
で
あ
る
。
共
寝
を
誘
う
と

い
う
そ
の

呼
び

か
け
に
応
じ
る
か
た
ち
を
と

っ
た
の
が
、
「あ

ひ
ね
」
で
あ
り
、

「明
か
し
て
と
ほ
れ
」
だ

っ
た
は
ず
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は

表
向
き
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
「
と
ほ
る
」

を
め
ぐ

っ
て
指
摘
し
た

と
お
り
、
難
局
を
無
事
通
過
す
る
よ
う
に
と
の
夫
の
呼
び
か
け
に
、

護
送
の
旅
の
安
全
を
呼
び
か
け
て
妻
が
応

え
る
、
ま
さ
に
そ
こ
に
こ

そ
真
意
が
あ
る
。
(87
)
歌
の
こ
の
あ
り
か
た
は
、
ほ
と
ん
ど
唱
和
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　り
　

歌
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

衣
通
王
に
は
、
(
87
)
歌

に
ひ
き
続

い
て
、
「後
亦
不
レ
堪
二
恋
慕
一

而
追
往

時
、
歌
日
」
と
い
う
も
う

一
首
の
歌
が
あ
る
。
軽
太
子
の
帰

り
を
待

ち
き
れ
ず

に
、
募
る
恋
慕
に
堪
え
か
ね
て

「追

ひ
往
く
」
時

の
歌
な

の
だ
が
、
歌
じ
た
い
は
と
い
え
ぼ
、

君
が
往
き
け
長
く
な
り
ぬ
山
た
つ

の
迎

へ
を
行
か
む
待

つ
に
は

待
た
じ

(88
)

傍
線
部

の
と
お
り
、
「追
ひ
往
く
」
で
は
な
く

「迎

へ
を
行

か
む
」

と
あ
る
。
こ
の

「追
」
と

「迎
」
と
は
、
同
じ

「ゆ
く
」
に
上
接
し

て
そ
の
目
的

に
か
か
わ
る
違
い
を
あ
ら
わ
す
だ
け
に
、
け

っ
し
て
無

視
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
意
味
が
あ
る
。
状
況
の
上

で
は
、
配
流
先

へ
送
ら
れ
る
軽
太
子
を

「追
ひ
往
く
」
こ
と
に
な
ん

ら
不
審

は
な
い
。
歌

に
し
て
も
、

　

く
ま
み

しめ

遺

れ
居
て
恋

つ
つ
あ
ら
ず
は
追

ひ
及
か
む
道
の
阿
廻
に
標
結

へ

吾

が
せ

(万
2

・
一
一
五
)

吾

が
背
子
が
跡
履
み
求
め
追

ひ
去
か
ば
木
の
関
守

い
留
め
て
む

か
も

(万
4

・
五
四
五
)

ほ
ぼ
同

じ
内
容
を
う
た

っ
た
こ
れ
ら
の
歌

の
傍
線
部

の
よ
う

に
、

「追

ひ
往
く
」
こ
と
に
そ
く
し
た
表
現
は
あ
り
え
た
し
、
そ
れ
が
む

し
ろ
自
然
で
あ

っ
た
ろ
う
。

「迎

へ
を
行
か
む
」
は
、
だ
か
ら
あ
え
て
そ
の
自
然
を
退
け
た
も

の
と

み
る
ほ
か
な
い
。
そ
こ
で

「迎

へ
」
に
着
目
し
て
み
る
に
、
た

と
え
ば

「～
山
た
つ
の
迎

へ
参
出
む
公
が
来
ま
さ
ば
」

(万
6

・
九

七

一
)
「あ
ぢ
ま
野
に
や
ど
れ
る
君
が
か

へ
り
こ
む
と
き
の
む
か

へ

を

い
つ
と
か
ま
た
む
」

(万
15

・
三
七
七
〇
)
な
ど
、

こ
と
さ
ら
引

く
ま
で
も
な
く
明
ら
か
な
よ
う

に

「来
」
が
そ
れ
に
対
応
す
る
。
す

な
わ
ち
、
軽
太
子
の

「来
」
に
そ
く
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
に
対
応

さ
せ
た
表
現
こ
そ
、
く
だ
ん
の

「迎

へ
を
行
か
む
」
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の

「
来
」
と

い
う
よ
り
、
「帰
来
」
を
、
前
述

の
と
お
り
固
く

強

い
決
意
を
も

っ
て
う
た

っ
た
の
が

(86
)
歌
で
あ
る
。

王
を
島
に
放
ら
ば
船
余
引

い
帰
り
来

む
ぞ

(以
下
略
、
86
歌
)

対
応
は
、
傍
線
部
以
外

に
も
、
破
線
部

の
枕
詞
の
ほ
か
、
「
王
を
島

に
放
ら
ば
」
に
対
し
て
、
そ
れ
を
長

い
旅

と
し
て
と
ら
え
直
し
た

「君
が
往
き
け
長
く
な
り
ぬ
」
な
ど
に
も
及
ぶ
は
ず

で
あ
る
。

こ
の
対
応
は
、
先
行
す
る

(87
)
歌
が

(84
)
歌

に
対
し
て
唱
和

歌
的

で
あ

っ
た
と
同
様
、

(86
)
歌
に
対

す
る

(88
)
歌
の
唱
和
歌

的
な
関
係
を
示
唆
す
る
。
歌
の
内
容
に
そ
く
し
て
そ
れ
を
敷
衍
す
れ

ば
、

(86
)
歌

に
軽
太
子
が
み
せ
た

「
い
帰

り
来
む
ぞ
」
と
い
う
決

意
を
承
け
な
が
ら
、
し
か
し
も
は
や
そ
れ
の
実
現
を
た
だ
座
し
て
待

つ
こ
と
を
放
棄
し
た
こ
と
、
延
い
て
は
軽
太
子
に
そ
の
決
意

の
再
考

を
促
す
こ
と
な
ど
の
意
味
を
、
(88
)
歌

の

「迎

へ
を
行
か
む
」
は

必
然
的
に
は
ら
む
。
そ
こ
で
も
は
や
待
た
な
い
以
上
、
少
く
と
も
家

郷
が
す
で
に
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
は
明
ら
か

に
も
の
が
た
る
。
そ
し
て
こ
の
延
長
上
に
こ
そ
、
所
伝
の
最
後
に
つ
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た
え
る

「共
自
死
」
の
そ
の
直
前
に
軽
太
子
が
う
た

っ
た
歌

の

「～

も

真
玉
な
す
吾
が
思
ふ
妹
鏡
な
す
吾
が
思
ふ
妻
あ
り
と
言
は
ば
こ
そ
に

家

に
も
行

か
め
国
を
も
偲
は
め
」
(
90
歌
)
と
い
う

一
節
を
据
え
て

い
る

こ
と
は
疑

い
を
い
れ
な
い
。
念
の
た
め
言

い
そ
え
れ
ぼ
、
衣
通

王
が
ま
ず
も

っ
て
家
や
国
を
あ
な
た
ざ
ま
に
な
げ
棄

っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ

に
応
じ
、
う
け
い
れ
る
明
確
な
意
志
を
、
唱
和
歌
に
通
じ
る
か

た
ち
を
と

っ
て
う
た

っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
軽
太
子
の
歌
の
意
義
が

あ
る
。

十

(89
)
(
90
)
歌
に
関
す
る
従
来

の
見
解

軽

太
子
が
う
た

っ
た
そ
の

(90
)
歌
と
、
あ

い
た
ぐ
う

(89
)
歌

(㎜
頁

に
引
用
)
と
を
、
挽
歌
あ
る
い
は
葬
歌
に
関
連
づ
け
て
解
釈

す
る

の
が
こ
れ
ま
で
の
通
例

で
あ
る
。
た
と
え
ば

(89
)
歌
に
つ
い

て
は
、
「
山
に
幡
を
立
て
た
と
い
う

の
は
、
葬
送
の
儀
式

の
幡
を
意

味
す

る
。
」
(『記
紀
歌
謡
全
註
解
』

脳
頁
)
、
「泊
瀬
山
に
お
け
る
葬

送

の
情
景
を
歌

っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
も
亦
、
『共

に
自

ら
死
に
た
ま
ひ
き
。』
と
あ
る
物
語
の
結
末

に
相
応
し

い
も

の

で
あ

っ
た
。
」
(山
路
氏

『評
釈
』
蹣
頁
)
と
い
う
よ
う

に
わ
け
て
も

「泊
瀬
山
」
の

「幡
」
に
焦
点
を
あ
て
る
。
も
う

一
方

の

(90
)
歌

で
は
、
前
節
末
に
引
用
し
た
そ
の

「真
玉
な
す
吾
が
思
ふ
妹
」
以
下

の

一
節

に
つ
い
て
、
阿
部
誠
氏
が

「歌
の
み
で
単
独

に
見
れ
ば
、
確

か
に
遠
く
離
れ
た
故
郷
に
い
る
妻
の
死
の
報
に
接
し
て
の
も
の
と
い

う
他
な
い
。L

(「軽
太
子
の
物
語

ー

歌

謡
物
語
の
形
成
と
古
事
記

の
構
想

ー

」
『古
事

記
年
報
』
三
十

八
、
燭
頁
。
平
成

八
年

一

月
)
と
説
き
、
そ
れ
を
二
つ
の
歌
の

「葬

歌
の
趣
き
」
に
か
か
わ
る

も
の
と
み
な
す
内
田
賢
徳
氏

の
次
の
よ
う

な
指
摘

(「挽
歌
的
な
も

の
と
相
聞
歌
」
『萬
葉
の
知
』
麟
頁
。
塙

選
書
94
。

一
九
九
二
年
七

月
)
も
あ
る
。

記
89

・
90
は
葬
歌
の
趣
き
を
も

つ
と
さ
れ
る
。
歌
詞

の
語
彙
の

幾

つ
か
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
し
、
「
あ
が
思
ふ
妻

あ
り
と

言
は
ば
こ
そ
よ
」
(記
90
)
は
、
或

る
場
合
と
し

て
、
妻

の
命

の
失
わ
れ
て
あ
る
こ
と
と
い
う
前
提

を
了
解
す
る
こ
と
も
で
き

る
表
現
形
式

で
あ
る
。

二
つ
の
歌
に
関
す
る
従
来
の
見
方
は
、
大
筋

で
は
、
ほ
ぼ
右
に
挙
例

し
た
内
容
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
さ
り
な
が

ら
、
そ
う
し
た
見
方
は
、

所
伝
の
展
開
に
は
、
実
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
内
田
氏
が
、
右
に
引
用
し

た

一
節

の
直
後

に

「し
か
し
、
『記
』

の
こ
こ
は
、
太
子
が
伊
予
で

お
も

追

っ
て
き
た
大
郎
女
と
会
い
、
『待
ち
懐

ひ
て
』

1

待
ち
暮
し
て

き
た
思
い
を
歌
う
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
愛
恋

の
歌
を
こ
そ
意
図
し

た
で
あ
ろ
う
し
、
既
に
そ
の
解
釈

の
も
と

に
歌
は
あ

っ
た
。」
と
説

く

と
お
り
、
所
伝
が
二

つ
の
歌

に

「意

図
し
た
」
の
は

「愛
恋

の

歌
」
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
は
も
と
葬
歌
で

あ

っ
た
と
す
る
な
ら
、」
と

い
う
よ
う

に
あ
く
ま
で

「も
と
葬
歌

で

あ

っ
た
」
と
み
な
す
従
来
の
見
解

に
そ
く

し
て
、
そ
れ
と

「
愛
恋
の
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歌
」
と
の
関
連

に
内
田
氏
は
論
を
進
め
る
。

さ

て
、
し
か
し
、
(89
)

(90
)
歌
は
は
た
し
て

「も
と
葬
歌

で
あ

っ
た
」
の
か
。
(88
)
歌

の
検
討
を
と
お
し
て
導

い
た
結
論
は
、
そ

れ
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
(90
)
歌
が
、
前
述

の

と
お
り

(88
)
歌
の
延
長
上
に
あ
り
、
し
た
が

っ
て
内
容
的

に
は
唱

和
歌

に
通
じ
る
対
応
を
も

つ
点
に
こ
そ
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

げ
ん

に
、
そ
の

(90
)
歌

の
類
歌
は
ま
さ
し
く
相
聞
歌
で
あ
る
。
次

に
二

つ
の
歌
を
並
べ
て
し
め
す
。

い

く

ひ

ま

く

ひ

隠
り
く
の
泊
瀬
の
河
の
上
つ
瀬
に
斎
杙
を
打
ち
下
つ
瀬
に
真
杙

を
打
ち
斎
杙
に
は
鏡
を
懸
け
真
杙
に
は
真
玉
を
懸
け
/
真
玉
な

も

す
我
が
思
ふ
妹
鏡
な
す
我
が
思
ふ
妻
あ
り
と
言
は
ば
こ
そ
よ
家

に
も
行
か
め
国
を
も
偲
は
め

(90
)

(前
略
)
/
真
珠
な
す
我
が
念
ふ
妹
も
鏡
な
す
我
が
念
ふ
妹
も

有
り
と
謂
は
ば
こ
そ
国
に
も
家

に
も
ゆ
か
め
誰
が
故
か
行
か
む

(万
13

・
三
二
六
三
)

反
歌

年
渡
る
ま
で
に
も
人
は
有
り
と
云
ふ
を
何
時

の
問
に
そ
も
吾
が

恋
ひ
に
け
る

(同

・
三
二
六
四
)

こ
の
直
後
に
も
う

一
首

「
或
書
反
歌
日
」
と
い
う
題
詞
を
も

つ
歌
が

つ
づ
き
、
長
歌

一
首
、
反
歌
二
首
を

「右
三
首
」
と
し
て

一
括
す
る
。

「相
聞
」

の
部
立
に
、
こ
れ
ら
は
位
置
す
る
。
長
歌
の

(前
略
)
の

部
分
は
、
古
事
記
の
そ
れ
に
対
応
す
る
箇
所
と
全
く
同
じ
歌
詞
な
の

で
省
略
し
た
が
、
続
く
/
以
下
も
類
似
が
著
し
い
。
こ
の
長
歌
に
つ

い
て
は
、
「本
来
、
異
郷
で
妻

の
死
を
聞

い
た
折
に
悲
し
む
こ
の
型

の
挽
歌
」
を
想
定
し
た
上
で
、
「
こ
れ
は
、
死
以
外

の
何
ら
か
の
事

情
で
、
故
郷
に
置
い
て
来
た
妻
が
自
分

の
も
の
で
な
く
な

っ
た
こ
と

を
旅
先
で
知

っ
た
時
の
歌
と
し
て
転
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
(伊

藤
博
氏

『萬
葉
集

釋
注

七
』
鵬
頁
)
と

い

っ
た
指

摘

が
あ

る
。

(90
)
歌
も
、
こ
の
本
来

の

「挽
歌
」
が

「語
り
伝
え
ら
れ
て
異
伝

を
生
み
つ
つ
、
軽
太
子
の
物
語
に
も
結
び

つ
け
ら
れ
」
た
も
の
と
み

な
す
。
ま
た

一
方
、
二

つ
の
歌
を

「本
来

は
亡
き
妻
を
追
慕
す
る

『相
聞
歌
』

で
あ

っ
た
ろ
う
。」

(山
路
氏

『評
釈
』
㎜
頁
)
と
み
て
、

「万
葉
集
歌
は
そ
れ
が
民
間

に
流
れ
た
形

で
あ
り
、
〈
90
歌
〉
は
宮

廷
歌
曲
に
整
え
ら
れ
た
形
で
あ
る
。
」
と
説

く
見
解
な
ど
も
あ
る
。

相
聞
歌
を
類
歌
に
も
つ
も
の
の
、
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
内
容
を
も

っ
て
、

(90
)
歌
を
本
来
は
挽
歌
で
あ

っ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
れ

が

一
つ
の
潮
流
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
潮
流
の
外

に
あ

っ
て
独

自
を
主
張
す
る
説
も
別

に
あ
る
。
注
目
す

べ
き
は
、
本
稿
の
冒
頭
に

採
り
あ
げ
た
都
倉
義
孝
氏
の
論
考
に
、
万
葉
集
の
前
掲

の
長
歌
を
端

的
に

「
こ
の
歌
も
ひ
た
す
ら
挽
歌
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
さ
れ
て
き

た
が
、
恋
歌
で
あ
る
は
ず
だ
。
」
と
断
じ
た
こ
の
指
摘

(前
掲
書
嬲

頁
)
で
あ
る
。
肝
腎
な

「あ
り
と
い
は
ば

こ
そ
」
以
下
に
つ
い
て
、

「妻
の
あ
ら
ぬ
事
態
を
妻
の
死
と
解
す
る
人
が
多

い
が
、
そ
う
と
は

限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
妻
の
心
変
り
と
か
、
妻
が
夫

の
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留
守

の
禁
忌
を
守

っ
て
い
な

い
と
か
な
ど
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
L
と

し
た
上
で
、
そ
う
し
た
変
化
に
と
も
な

っ
て
仮
り
に

「妻
が
あ
の
ま

ま
で
は
な

い
な
ら
ぼ
家

へ
故
郷

へ
戻
る
必
要
も
な
い
と
い
う
逆
説
的

表
現

で
慕
情
の
激
し
さ
を
強
調
し
た
の
で
あ

る
。
」
と
説
く
。
妻
を

た
だ
単
に

「
不
在
」
と
は
み
な

い
そ
れ
こ
そ
斬
新
な
説
で
も
あ
る
が
、

裏
付

け
を
欠
く
よ
り
な

に
よ
り
、
「
『あ
り
』
に
重
点
を
置

か
ず
、

『
い
は
ば
』
と

い
う
仮
定

に
比
重
を
か
け
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と

い
う
見
地
に
立

っ
て
そ
の
説
を
導

い
た
こ
と
に
不
審
が
あ
る
。

だ
か
ら
と
い

っ
て
、
「恋
歌
」
説
ま
で
否
と
決
め

つ
け
て
し
ま
う

の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
じ
た
い
相
聞
歌
に
位
置
づ
け
て
い
る

以
上
、
や
は
り
そ
う

み
る
の
が
自
然

で
も
あ

る
。
類
歌

と
な

る

(90
)
歌
も
、
内
田
氏
が
そ
こ
に

「愛
恋

の
歌
」
を
意
図
し
た
と
指

摘
す
る
と
お
り
だ

っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
、
所
伝
が

「待
懐
而

歌
日
」
と

つ
た
え
る
こ
の
歌
の
作
歌
事
情
を
も
と
に
検
討
を
加
え
る

ま
で
も
な
く
、
前
述

(跖
頁
)

の
と
お
り

(88
)
歌
と
対
応
す
る
事

実
が

そ
れ
を
裏
付
け
る
。
こ
こ
に
改
め
て
そ
の
対
応
を
敷
衍
す
れ
ぼ
、

(88
)
歌
の

「迎

へ
を
行
か
む
待

つ
に
は
待
た
じ
」
と
は
、
軽
太
子

の
帰
郷
を
た
だ
座
し
て
待

つ
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
積
極
的
に
迎
え
に

行
く

こ
と
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、

(86
)
歌

の

「
い
帰
り

来
む
ぞ
」
と
の
対
応
上
、
「
迎

へ
を
行
か
む
」
と
い
う
表
現
の
か
た

ち
を
と

っ
て
は

い
る
も
の
の
、
実
際

に
は
所
伝
が

つ
た
え
る

「追

往
」
が
そ
れ
の
内
実
で
あ
る
。
軽
太
子
の
帰
郷
は
お
ろ
か
、
み
ず
か

ら
帰
郷
す
る
こ
と
す
ら
念
頭
に
は
な
い
。
そ
の
衣
通
王
に
と

っ
て
、

家
郷
は
も
は
や
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
。
衣
通
王

の
そ
の
心
境
に
通
じ
る
次
の

「寄
レ物
陳

レ
思
」
の
恋
歌
、

く
も

ゐ

春
日
山
雲
座
隠
り
て
遠
け
ど
も
家

は
念
は
ず
君
を
し
そ
念

ふ

(万
11

・
二
四
五
四
)

こ
の
歌
の

「家
は
念
は
ず
」
は
、
そ
こ
に

「君
」
が
不
在
だ
か
ら
で

あ
り
、
そ
の
逆
の
場
合
を
仮
定
し
た
表

現
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず

(
90
)
歌
の

「
我
が
思
ふ
妻

(妹
)
あ
り
と
言
は
ば
こ
そ
よ
家
に
も

行
か
め
国
を
も
偲
は
め
」

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

十

一

(89
)
歌
と

「
思
ひ
妻
」

相
聞
歌

の
実
質
を
そ
な
え
て
い
る
と

い
う
点

で
は
、

(90
)
歌
と

対
を
な
す
も
う

一
方
の

(89
)
歌
も
か
わ
ら
な
い
。
従
来
、
葬
歌
に

関
連
づ
け
る
決
め
手
と
し
て
い
た

「幡
」

も
、
都
倉
氏
の
論
考

に
、

「
葬
儀
の
そ
れ
と
す
る
必
要
も
な
い
。
幡

は
、
続
紀
そ
の
他

の
例
に

あ

る
よ
う

に
、
葬
礼

に
限
ら
ず
神
祭

・
朝

儀
等

に
用

い
ら
れ
て
い

る
。」

(前
掲
書
絣
頁
)
と
説
く
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
か
に
は
、
都
倉
氏
論
考

に
言

及
が
な
い
。
た
だ
、

(89
)

(90
)
歌
の

「
泊
瀬
」
を

「隠
り
妻
、
忍

び
妻

の
イ
メ
ー
ジ
と
響
鳴
す
る
地
名
と
し

て
受
け
取
る
方
が
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
」
と

い
う
指
摘

(同
躅
頁

)
は
、

(89
)
歌
の

「後

も
取
り
見
る
思
ひ
妻
」
を

「隠
り
妻
」
と
す
る
山
路
氏

『評
釈
』

の
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説
を
正
鵠
を
射
た
も
の
と
し
て
援
用
し
て
い
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
た

ち
か
え

っ
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
は
た
し
て

(89
)
歌
は

「隠
り
妻
」

に
か
か
わ
り
を
も

つ
の
か
。

い
ま
そ
の
問
題
を
、
「泊
瀬
山
」
の

「幡
」
に
先
駆
け
て
と
り
あ

げ

て
み
る
に
、
さ
し
あ
た

っ
て
ま
ず

は

「思
ひ
妻
」
を

「
隠
り
妻
」

と
す

る
見
解
を
展
開
し
て

い
る
山
路
氏

『評
釈
』
(脳
頁
)
の

一
節

を
次

に
引
用
す
る
。

ヘ

ヘ

へ

お
そ
ら
く

「思
ひ
妻
」
と
は
、
「思
ふ
如
な
ら
ぬ
こ
も
り
妻
」

(『万
葉
集
』
十
三
巻
三
三

一
二
)
と
あ
る
よ
う
な
、
今

は
じ

ゅ
う
ぶ
ん
に
は
会
え
ぬ

「
こ
も
り
妻
」

で
、
そ
の
関
係
を
公
表

し
得
ぬ
そ
れ
だ
け
に
、
男
か
ら
す
れ
ば
、
「わ
が
恋

ひ
わ
た
る

こ
も
り
妻
は
も
」
(『万
葉
集
』
十
巻
二
二
八
五
)
と
も
云
う

べ

き
、
い
と
お
し
い
妻
を

い
う
の
だ
ろ
う
。

こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
「
思
ひ
妻
」
に

「
こ
も
り
妻
」

の
内
容
を
あ

て

は
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
導
く
の
が

「
『後
も
と
り
看

る
思

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ひ
妻
』
は
、
今
は
こ
も
り
妻
と
し
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
世
話
を
し
て
や

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
な

い
が
、
将
来

(ノ
チ
)
は
し

っ
か
り
面
倒
を
み
て
や
ろ
う
と
思

う
妻
、
と
い
う
の
が
原
義
」
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
「思

ひ
妻
」
の

「
思

ひ
」
を
、
こ
こ
で
は

「将
来
は
し

っ
か
り
面
倒
を
み
て
や
ろ
う

と
思
う
」
と
敷
衍
し
て
さ
え
い
る
。

し

か
し
、
「後
も
と
り
看
る
」
が
、
「
思
ひ
」

の
対
象
な
ど
で
は
な

く
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
相
関
す
る
の
で
も
な
く
、
「思
ひ
妻
」
全
体

に
か
か
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
「思
ひ
妻
」
は
、
そ
れ
じ
た
い
固

有
の
熟
語

で
あ
る
。
当
然
、
「隠
り
妻
」

の

「隠
り
」
と
は
違

い
、

「思
ひ
」

に
特
徴
を
も
つ
。

奥
山

の
石
本
菅

の
根
深
く
も
思
ほ

ゆ
る
か
も
吾
が
念

ひ
妻
は

(万
11

・
二
七
六

一
)

こ
の

「根
深
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
を

「思
ひ
」

に
そ
く
し
た
表
現

だ
と
す
れ
ば
、
「～
そ
れ

(赤
駒
黒
駒
)
を
飼

ひ
吾
が
往
く
如
く
思

ひ
妻

心

に
乗

り
て
～
」
(万
13

・
三
二
七

八
)
の
よ
う

に

「
こ
こ

ろ
」

に
そ
く
し
た
表
現
の
例

も
あ
る
。
「
心
に
乗

る
」
と
は
、
恋
す

る
女
性

の
こ
と
が
心
を
独
占
す
る
と
い
う
万
葉
集

に
散
見
す
る
表
現

(ほ
か
に
、

一
〇
〇
、

一
八
九
六
、
二

四
二
七
な
ど
)
で
あ
り
、

「根
深
く
も
思
ほ
ゆ
」
に
内
容
の
上
で
も

通
じ
る
。
「
お
も
ひ
」
に

せ
よ

「
こ
こ
ろ
」
に
せ
よ
相
手
が
そ
の
総

て
を
占
領

・
占
有
す
る
か

た
ち
で
思
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
す
な
わ

ち

「思
ひ
妻
」
の
内
実
で

あ
る
。

も
と
よ
り
、
そ
う
し
て
思
わ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
相
応

の
理
由
が

あ

っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
恋
情
の
高

ま
り
は
そ
れ
と
し
て
、
思

い
を
募
ら
せ
、
駆
り
た
て
る
要
因
の
な
に
ご
と
か
、
万
葉
集
の
例
に

は
そ
れ
が
明
ら
か
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
古
事
記
の

「
思
ひ
妻
」
を

め
ぐ

っ
て
は
、
所
伝
の
内
容

に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

(前
略
)
い
く
み
竹

い
く
み
は
寝
ず

た
し
み
竹
た
し
に
は
率
寝

ず
後
も
く
み
寝
む
そ
の
思
ひ
妻
あ
は
れ
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雄
略
天
皇
が
求
婚
し
た
若
日
下
部
王
の

「背
レ
日
幸
行
之
事
、
甚
恐
。

故
、
己
直
参
上
而
仕
奉
。
」
と
い
う
返
答
を
聴
き

い
れ
、
宮

に
帰
還

す
る
途
中
で
詠
ん
だ
こ
の
歌
で
は
、
若
日
下
部
王
を

「思
ひ
妻
」
と

よ
ぶ
。
若
日
下
部
王
が
み
ず

か
ら
参
内
し
て
奉
仕
す
る
と
い
う
返
答

を
雄
略
天
皇
が
聴
き

い
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
求
婚
し
た
そ
の
時
に
は
、

傍
線
部
の
と
お
り
共
寝
が
か
な
わ
な
い
と

い
う
結
果
を
招
く
。
そ
の

こ
と
が
、
天
皇

の
思

い
を
募
ら
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
募
れ
ば

こ
そ

い
よ
い
よ
も

っ
て
共
寝

の
相
手
を

つ
よ
く
思
う
、
そ
う
し
て

「
お
も
ひ
」
や

「
こ
こ
ろ
」
の
総
て
を
占
め
る
か
た
ち
で
若
日
下
部

王
が
思
わ
れ
る
こ
と
を
も

っ
て
、
雄
略
天
皇
は
王
を

「
思
ひ
妻
」
と

よ
ん
だ
は
ず

で
あ
る
。

そ

れ
は
、

(89
)
歌

の

「思

い
妻
」
に
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
る
。
こ
こ

で
改

め
て
そ
の
歌
の
全
体
を
抜
き
だ
し
て
み
る
。
内
容
に
そ
く
し
て
、

便
宜
、
二
段
に
分
け
て
示
す
。

お
ほ

を

を

を

こ
も
り
く
の
泊
瀬

の
山
の
大
丘
に
は
幡
張
り
立
て
さ
小
丘
に
は

幡
張
り
立
て
お
ほ
を
よ
し
な
か
さ
だ
め
る
思
ひ
妻
あ
は
れ

(以

上
、
A
)こ

た

槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
梓
弓
起
て
り
起

て
り
も
後
も
取
り
見

る
思
ひ
妻
あ
は
れ

(以
上
、
B
)

(B
)

の
傍
線
部
の
と
お
り
、
「思
ひ
妻
」
を
め
ぐ

っ
て
は
、
表
現

・
内
容

・
位
置
の
い
ず
れ
も
前
掲
雄
略
天
皇
歌
の
傍
線
部

「後
も
く

み
寝

む
そ
の
思

い
妻
あ
は
れ
」
と
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
。
軽
太
子

に
と

っ
て
、
こ
の
歌
を
う
た

っ
た
当
時
、

衣
通
王
は

「
取
り
見
る
」

こ
と
の
か
な
わ
な
い
相
手
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
ま
た

「
お
も
ひ
」
や

「
こ
こ
ろ
」
の
総
て
を
占
め
て
思
わ
れ
て

い
た
は
ず
だ
か
ら
、
ま
さ

に
雄
略
天
皇
が
思
い
を
募
ら
せ
た
若
日
下
部
王
に
そ
の
ま
ま
重
な
る

で
あ
ろ
う
。

そ
の

一
方
、
委
細
に
み
る
と
、
も
ち
ろ
ん
違
い
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
が

「後
も
」
を
め
ぐ
る
違

い
で
あ
る
。

雄
略
天
皇

の
歌
の
ば
あ

い
、
別
れ
て
き
た
若
日
下
部
王
を
思

っ
て

「後
も
く
み
寝
む
」
と
う
た
い
、
げ
ん
に
そ
の
と
お
り

「大
后
」
と

し
て
寵
愛
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
軽
太
子
が

(89
)
歌
を
う
た

っ
た
事

情
を
、
所
伝
は

「
(衣
通
王
が
)
追
到
之
時
、
待
懐
而
歌
日
」
と

つ

た
え
て
い
る
。
「追
到
」
と
い
う
以
上
、

二
人
は
す
で
に
別
離

の
状

態
で
は
な
い
。
念
の
た
め
類
例
を
挙
げ
れ
ば
、

○

猶
追
二
到
黄
泉
比
良
坂
之
坂
本

一時
、
取
下
在
二其
坂
本

一桃

子
三
箇
上
、
待
撃
者
、
(上
巻
)

○

到
二
山
代
之
和
訶
羅
河

一時
、
其
建
波
邇
安
王
興
レ軍
、
待

遮
、
(崇
神
天
皇
条
)

「時
」
を
介
し
て
、
そ
の
前

の

「追
到
」

「到
」
が
実
現
し
た
の
を

う
け
、
そ
の
行
為
の
主
体
を
、
そ
れ
こ
そ
面
と
向
か

っ
て
対
象
と
す

る

「待
撃
」
「待
遮
」
が
後

に
つ
づ
く
。
重
点

は
あ
く
ま
で

「撃
」

「遮
」
に
あ
る
。
そ
こ
に

「待
」
を
添
加

し
た
意
味
あ
い
が
強
く
、

た
と
え
ば

「ま
ち
か
ま
え
て
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
類
例
に
そ
く
し
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て
い
え
ば
、
追
い
到

っ
た
衣
通
王
を
待
ち
か
ま
え
面
と
向
か

っ
て
懐

い
な
が
ら
う
た

っ
た
の
が

(89
)
歌
の
は
ず
だ
か
ら
、
か
つ
ま
た
そ

の
こ
と
を
前
提
と
す
る
以
上
、
「
後
も
取
り
見
る
」
は
、
雄
略
天
皇

歌
の

「後
も
く
み
寝
む
」
と
も
、
ま
た
あ
る
い
は
万
葉
集
の
歌
に
散

見
す

る

「後
も
相
は
む
」

(万
12

・
二
八
六
八
、
二
九
〇
四
ほ
か
)

と
も
明
ら
か
に
違
う
。
そ
れ
の
修
飾
に
立

つ

「槻
弓
の
臥
や
る
臥
や

り
も
梓
弓
起
て
り
起
て
り
も
」
が
あ
ら
わ
す
よ
う

に
ま
さ
に
常
住
坐

い
つ
く

臥

い
つ
で
も
愛
し
む
こ
と
を
切
に
願

い
な
が
ら
、
当

の
衣
通
王
を
目

の
前

に
し
て
も
な
お
そ
の
実
現
が
か
な
わ
な
い
状
況

に
身
を
置

い
て

い
れ
ば

こ
そ
、
将
来

に
そ
の
願
い
を
託
す
ほ
か
な

い
と
は
い
え
、
そ

れ
を
必
ず
実
現
す
る
と
い
う
軽
太
子
の
つ
よ
い
思

い
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

(娚
頁

に
詳
述
)

十
二

(89
)
(90
)
歌
か
ら

「共
自
死
」

へ

さ
て
、
し
か
し
、
歌
の
前
段
を
構
成
す
る

(A
)
に
つ
い
て
は
、

そ
う

し
た
明
確
な
解
釈
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
と
に
傍
線
部

は
、
益

田
勝
実
氏
を
し
て

「実
は
、

こ
れ
こ
そ
が
諸
説
紛
々
、
解
釈

の
最
大
難
関

で
あ
る
。
」

(日
本
詩
人
選
1

『記
紀
歌
謡
』
㎜
頁
。
筑

摩
童
旦
房
。
昭
和
四
十
七
年
五
月
)
と
嘆
か
せ
た
札
付
き
の

一
節
で
あ

り
、
そ

の
な
か
の

「
お
ほ
を
よ
し
」

の

「
よ
」

に
あ
た
る
字

に
異
同

　む

す
ら
あ

る
。
先
送
り
し
た

「泊
瀬
山
」

の

「幡
」

の
問
題
も
、
実
は

傍
線
部

の
表
現
に
か
か
わ
る
。
難
解
を
も

っ
て
鳴
る
こ
の

(A
)
を

誤
り
な
く
捌
き
き
れ
る
は
ず
も
な
い
が
、
表
現
に
か
ぎ
れ
ば
、
特
徴

は
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
直
後

の

(90
)
歌
と
は
、
同
じ

「泊
瀬
」
の
そ

れ
ぞ
れ

「
山
」
と

「河
」
と
に
関
連
す
る
表
現
を
も

っ
て
対
的
な
関

係
に
あ
る
反
面
、
歌
全
体

の
構
成
上
、

(A
)

(B
)
と
い
う
二
段
か

ら
成
り
、
そ
の
各
段
の
末
尾
表
現
を
揃
え
る
の
は

(89
)
歌
だ
け
で

あ
る
。
ま
た

一
方
、
「思

い
妻
」
を
め
ぐ

る
歌
と
し

て
あ

い
通
じ
る

雄
略
天
皇
歌
と
は
、
歌
の
最
後
数
句
の
表

現
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
し

な
が
ら
、
全
体

の
構
成

に
い
た

っ
て
は
、

や
は
り
異
な
る
。

(89
)

歌

に
か
ぎ

っ
て
、
末
尾
表
現

の
同
じ

(A
)

(B
)
二
段
か
ら
成

る

構
成
を
い
わ
ば
身
上
と
す
る
。
こ
れ
に
は
、
類
例
が
あ
る
。

い

は
の

ひ
め

う
ら
ぐ
は

つ
の
さ
は
ふ
磐
之
媛
が
お
ほ
ろ
か
に
聞
こ
さ
ぬ
末
桑
の
木

(以

}
上

、

A

)

く
ま
ぐ
ま

寄
る
ま
し
じ
き
河
の
隈
隈
寄
ろ
ほ
ひ
行
く
か
も
末
桑
の
木

(以

上
、
B
。
日
本
書
紀
仁
徳
天
皇

三
十
年
十

一
月
条
。
紀
歌
謡

56
)

つ

め

あ
そ
び

　
　　
　
の
　
　　
ムの
　
　に
　
で

ま
せ
　
モ
　
ワの
　
ぴ
の
　
エ　
ヂ
の
　
　
ロ

癖
膨

糞

躯赫
磁馨

そ
し
て
二
段
構
成
の
そ
の
末
尾
表
現
を
同
じ
く
す
る
歌
の
類
型
に
ご
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れ
ら
も
の
っ
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
が
対
句
を
主
体
と
し
な
い
、

い
さ
さ
か
散
文
的
な
趣
さ
え
否
め
な

い
表
現
の
こ
れ
ら
こ
そ
、
む
し

ろ
通
例

だ

っ
た
に
相
違
な

い
。

そ
れ
だ
け
、
だ
か
ら
、
逆
に

(89
)
歌

の
対
句
を
中
心
と
し
た
表

現
の
整

い
が
際
立

つ
。
し
か
も
た
だ
整

っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
が

(80
)
歌
の
表
現
に
そ
の
ま
ま
緊
密

に
対
応
す
る
か
た
ち
を

と
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
意
図
的
に
そ
の
か
た
ち
を

つ
く

っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。
次

に
そ
の
両
者
を
並

べ
て
し
め
す
。

靴脚群
∴
難

璽

大
丘

に
は
幡
張
り
立
て

さ
小
丘

に
は
幡
張
り
立
て

(89
)
歌

お
ほ
を
よ
し
な
か
さ
だ
め
る

こ
も
り
く
の

思
ひ
妻
あ
は
れ

泊
瀬

の
山
の

槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も

梓
弓
起
て
り
起
て
り
も

後
も
取
り
見
る

思
ひ
妻
あ
は
れ

両
歌
と
も

に
、
傍
線
部

の
よ
う
に
同
じ
表
現
を
繰
り
返
し
、
そ
の
同

じ
表
現
を
も

っ
て
い
わ
ば
句
末
を
そ
ろ
え
た
か
た
ち
を
と
る
。
そ
れ

は
、
さ
な
が
ら
脚
韻
を
あ
わ
せ
た
か
の
観

さ
え
呈
し
て
も
い
る
。

表
現
の
統

一
は
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
右
の

(80
)
歌
と

(89
)
歌
と
が
同
じ
表
現
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
よ

う

に
、
と
は
い
え
そ
れ
と
は
逆

に
、
序
詞

を
除
け
ば
句
頭
に
位
置
す

る
そ
の
表
現
を
同
じ
く
す
る
の
が

(79
)
歌
と

(90
)
歌
で
あ
る
。

便
宜
、
序
詞
を
除
き
、
対
応
す
る
部
分
だ

け
を
次
に
引
用
す
る
。

(79
)
歌戀

∵

誕
轜

(
90
)

歌響
∵

難

影

こ

の

二

つ

の
歌

の
う

ち

前

者

(
79
)

歌

に

つ

い

て

は
、

(
80
)

歌

と

、

扇

を
裏

返

し

た

か

た

ち

で
対

応

す

る

こ
と

を

さ

き

(
齪
頁

)

に

指

摘

し

た

が

、

ち

ょ

う

ど

そ

れ

と

同

じ

対

応

を

、

(
89

)

歌

と

こ

の

(
90
)

歌

と

の
間

に

も

み

る

こ

と

が

で

き

る
。

す

な

わ

ち
、

こ

れ

ら

四
首

が
、

(
79
)

歌

と

(
80
)

歌

の

二
首

一
組

の

セ

ッ
ト

と

、

(
89

)

歌

と

(
90

)

歌

の

二
首

一
組

の

セ

ッ
ト

と

の

セ

ッ
ト

同

士

の

た

が

い
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に
扇
を
裏
返
し
た
か
た
ち
の
対
応
を
か
た
ち
つ
く

っ
て
い
る
。
所
伝

の
冒
頭

と
末
尾
と
を
、
そ
れ
に
よ

っ
て
呼
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
末
尾
に
位
置
す
る
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
所
伝
を

締
め
括

る
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
改
め
て

(89
)

(90
)
歌
を
見
直

す
必
要

が
あ
る
。
両
歌

は
、
対
応
上
、
(
79
)
歌

の

「
こ
そ
こ
そ
は

安
く
肌
触
れ
」
と

(80
)
歌
の

「た
し
だ
し
に
率
寝
て
む
後
は
」
さ

ら
に
は

「愛
し
と
さ
寝
し
さ
寝

て
ぼ
」
な
ど
が

「共
寝
」
を
め
ぐ

つ

て
あ

い
連
な
る
よ
う
に
、
「思
ひ
妻
あ
は
れ
」

(89
歌
)
と

「
わ
が
思

ふ
妹
」
「
わ
が
思
ふ
妻
」
(90
歌
)
な
ど
と
に
共
通
す
る

「思
ひ
」
を

め
ぐ

っ
て
連
な
る
。
こ
の

「思
ひ
」
は
、
し
か
し
遂
げ
る
こ
と
が
で

き
な

い
も

の
と

し

て
あ

る
。
そ

も

そ
も

の
始

め
、
「共
寝
」
が

「鼾
」

の
か
た
ち
を
と

っ
た
そ
の
必
然
と
し
て
、
遂
げ
え
な
い
定
め

を
そ
れ

は
負

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ

の
定
め
は
、
捕
ら
え
ら
れ
、
流
刑

に
処
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た

一

連

の
展
開

の
な

か
で
、
も
ち
ろ
ん
変

わ
る
も
の
で
は
な

い
。
「思

ひ
」

の
相
手
、
衣
通
王
が
前
述

(㎜
頁
)
の
あ
の

「追
到
之
時
」
で

さ
え

「
後
も
取
り
見

る
」

(89
歌
)
と
う
た
う
ほ
か
な
か

っ
た
、
と

ヘ

へ

い
う

以
上
に
、
変
わ
る
は
ず
の
な
い
定
め
を
負

っ
て
そ
う
う
た
う
こ

と
は
、

変
わ
る
は
ず

の
な

い
定
め
を
超
絶
し
た
ど
こ
か
で
そ
れ
を
実

現
す
る
こ
と
を
思
い
え
が

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
こ
が
ど
こ
か
と
い
え
ば
、

こ

の

よ

こ
む

よ

現
世
に
は
人
事
繁
し
来
生
に
も
相
は
む
吾
が
背
子
今
な
ら
ず
と

も

(万
4

・
五
四

一
)

こ
の
歌
に
い
う

「今
な
ら
ず
」
が

(89
)
歌
の

「後
」
に
相
当
す
る

こ
む

よ

こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
し
た

「来
生
」
を
ひ
き
あ
て

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
同
じ
思

い
を
、
衣
通
王
も
共
有

す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
う
た
う

の
が

(90
)
歌
で
あ
る
。
「真
玉
な
す
わ
が

思
ふ
妹
鏡
な
す
わ
が
思
ふ
妻
あ
り
と
言
は
ば
こ
そ
に
家
に
も
行
か
め

国
を
も
偲
は
め
」
と
は
、
家
や
国
が
ど
ん
な
に
慕
わ
し
い
、
心
惹
か

れ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に
妻
が

い
な
い
以
上
、
行
こ
う
と

も
偲
ぼ
う
と
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
前
述

(墹
頁
)
の
と
お

り
家
や
国
を
ま
ず
な
げ
棄

っ
た
の
は
衣
通
王
じ
し
ん
で
あ
る
。
衣
通

王
の
そ
の
す
ぐ
れ
て
意
志
的
な
行
動
に
対
し
て
、
そ
れ
を
積
極
的
に

受
け

い
れ
、
か

つ
は
よ
り
明
確
に
し
て
投
げ

か
え
し
た
も
の
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
明
確

に
し
た
分
、
家
や
国
と
の

断
絶
も
決
定
的
と
な
り
、
も
は
や
後
戻
り

で
き
な
い
境
地
に
、
相
手

の
衣
通
王
と
も
ど
も
踏
み
出
す
こ
と
に
な

る
。

(89
)
歌
に
す
で
に

「後
も
取
り
見
る
」
と
い
う
よ
う

に

「来
生
」
に
実
現
を
期
す
こ
と

を
う
た

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
後
戻
り
不
可
能
な
境
地
に
踏
み
出
す

こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず

「来
生
」
を

み
ず
か
ら
引
き
よ
せ
る
こ

と
で
も
あ

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
所
伝
の
結
末

「共
自
死
」
は
、
そ
う

し
て
歌
の
中
に
つ
む
ぎ
出
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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十
三

十
首
の
歌
の
そ
う

ご
関
連

所
伝

は
、
か
く
て
歌
に
に
な
わ
れ
て
展
開
し
、
結
末
を
迎
え
る
。

歌
が
そ
う
ご
に
関
連
を
も

っ
て
そ
の
展
開
を
に
な

っ
て
い
る
点
は
、

振
り
か
え

っ
て
こ
の
所
伝
の
特
徴
と
み
な
す
べ
く
、
あ
ら
た
め
て
注

目
に
あ

た
い
す
る
。
そ
う
ご
関
連
の
そ
の
あ
り
か
た
は
、
そ
れ
こ
そ

歌
ご
と

に
区
区
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
し
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況

や
場
面

に
応
じ
た
登
場
人
物
の
心
情
を
あ
ら
わ
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ

の
な
か
に
、
先
行
す
る
歌
の
内
容
あ
る
い
は
表
現
を
踏
ま
え
、

ひ
き
継

ぐ
と
い
う
こ
の
こ
と
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。

こ
れ

ま
で
そ
の
個
々
の
用
例
に
言
及
す
る
だ
け
に
終
始
し
て
い
た

の
で
、

ま
と
め
の
意
味
も
か
ね
、
こ
こ
で
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
る
。

冒
頭

に
位
置

す
る
歌
が
、
軽

太
子
の

「粁
二
其
伊
呂
妹
軽
大
郎
女

一」

に
そ
く
し
た

(79
)
歌
と

(80
)
歌
で
あ

る
。
こ
れ
以
降

の
歌

は
、
(
79
)
歌

の

「下
泣

き
」
と

(80
)
歌

の

「率
寝
」
と
を
、
同

じ
よ
う

に
二
首

一
組
の
セ
ッ
ト
の
か
た
ち
を
と

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ひ
き

継
ぐ
。
「被
レ捕
」
や

「流
二於
伊
余
湯

一」
と
い
っ
た
困
難
な
状
況
が

続
く
な

か
で
、
そ
れ
が
逆
に
軽
太
子
の
思
い
を

一
層
募
ら
せ
、

つ
い

に
軽
大
郎
女
を
、
「隠
り
妻
」

の
い
わ
ば
日
陰
者
か
ら
誰
は
ば

か
る

こ
と
の
な
い

「
わ
が
妻
」

へ
と
転
身
さ
せ
る

(以
上
、
83
1
84
、
85

-
86
の
各
歌
)
。

こ
の
あ
と
、
転
身

に
と
も
な
い
名
を
衣
通
王
に
か
え
た
そ
の
妻

の

歌
が

つ
づ
く
。
軽
太
子

の

(84
)
歌

の

「寄
り
寝

て
と
ほ
れ
」
を

(87
)
歌
が

「
明
か
し
て
と
ほ
れ
」
と
承
け
、
同
様
に

(86
)
歌
の

「
い
帰
り
来
む
ぞ
」
に
対
し
て

(88
)
歌

に

「迎

へ
を
行
か
む
」
と

応
じ
る
。
後
者
の
ば
あ

い
、
(86
)
歌
が
帰

還

へ
の
並
々
な
ら
ぬ
意

志
を
あ
ら
わ
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
む
し
ろ
背
き
、
迎
え
に

行
く
決
意
を
う
た
う
が
、
そ
の
衣
通
王
の
歌
を
ひ
き
継
ぐ
の
が
、
軽

太
子
が

「真
玉
な
す
吾
が
思
ふ
妹
鏡
な
す
吾
が
思
ふ
妻
あ
り
と
言
は

ば
こ
そ
に
家
に
も
行
か
め
国
を
も
偲
は
め
」
と
う
た

っ
た

(90
)
歌

で
あ
る
。
強
固
な
帰
還
の
意
志
に
背
い
た
衣
通
王
の
歌
に
対
し
て
、

そ
れ
を
受
け
い
れ
た
上
、
軽
太
子
み
ず
か
ら

い
わ
ば
前
言
を
翻
し
て

も
は
や
帰
還
な
ど
全
く
念
頭
に
な
い
と
い
う
心
情
を
表
白
す
る
。

こ
う
し
た

つ
な
が
り
は
、
前
者
も
ま
た
、

(84
)
歌
を

(87
)
歌

が
ひ
き
継
ぐ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
さ
ら
に

(89
)
歌
に
ま
で
お

よ
ぶ

一
連
の
つ
な
が
り
を
も

つ
こ
と
を

つ
よ
く
示
唆
す
る
。
表
立

っ

た
か
た
ち
を
と
ら
な

い
と
は
い
え
、
た
と
え
ぼ

(84
)
歌
の

「寄
り

寝

て
と
ほ
れ
」
と
は
共
寝

の
誘
い
で
あ
り
、

つ
な
が
り
と
し
て
は
そ

れ
に
応
じ
た
あ
と
の
後
朝

の
別
れ
に
ち
な
み
、
送
り
出
す
夫
の
無
事

を
願
う
妻
の
心
情
を
あ
ら
わ
す
の
が

(87
)
歌
の

「明
か
し
て
と
ほ

れ
」
で
あ
る
。
別
れ
て
き
た
夫
が
妻
と
の
後

の
共
寝
を
お
も
う
と
い

う

か
た
ち
を
と
る
古
事
記
が

つ
た
え
る
雄
略

天
皇

の
歌

に
、
前
述

(㎜
頁
)
の
と
お
り

(89
)
歌

の

「槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
梓
弓

起
て
り
起
て
り
も
後
も
取
り
見
る
思
ひ
妻

あ
は
れ
」
が
通
じ
る
。
こ

語物S恋S断禁6
`
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れ
が
、

(87
)
歌
が
あ
ら
わ
す
妻

の
心
情
に
明
ら

か
に
対
応

す
る
。

す
な
わ
ち
、
軽
太
子
に
よ
る
共
寝
の
誘
い
に
応
じ
た

(と
い
う
含
み

の
)
衣
通
王
の
、
後
朝
の
別
れ
の
あ
と
の
夫
の
行
路
の
安
全
を
気
遣

う
歌
に
対
し
、
不
如
意
な
今
は
か
な
わ
な
い
な
が
ら
後
に
は
共
寝
を

き

っ
と
実
現
す
る
と
い
う
軽
太
子
の
思
い
が
、
そ
の
気
遣

い
に
そ
う

内
容
を
あ
ら
わ
す
か
ら
で
あ
る
。

先
行

す
る
歌
を
ひ
き
継
ぐ
歌
の
な
か
で
は
、
右
の
例
な
ど
は
関
連

の
最
も
希
薄
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
と
も
か
く
も

つ
な

が
り
を

も
つ
か
ぎ
り
、
軽
太
子
と
衣
通
王
と
の
こ
の
二
人
の
心
情
も

ま
た
結
び

つ
い
て
い
る
。
と
い
う
以
上
に
、
歌
そ
う
ご

の
関
連
に
そ

く
し
て
、

二
人
の
心
情
の
固
く
強

い
結
び

つ
き
を
作
り
上
げ
る
こ
と

を
意
図
的

に
ね
ら

っ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ひ
き
継
ぐ
こ

と
の
明

ら
か
な
歌
に
は
、
唱
和
歌
と
し
て
の
性
格
が
強

い
。
た
が
い

に
心
情

を
訴
え
あ
い
、
結
び

つ
き
を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
結
末

の

「
共
自
死
」
を
、
そ
れ
が
二
人
の
自
発
的
か
つ
主
体
的
な
選
択

の

結
果
で
あ

っ
た
こ
と
を
お
の
ず

か
ら
導
く
。

こ

の
所
伝
が
歌
に
よ

っ
て
に
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
こ
れ

が
実
態

で
あ
る
。
事
件
の
経
緯
や
展
開

に
そ
く
し
て
所
伝
を

い
わ
ば

外
側

か
ら
縁
ど
る
地
の
文
に
対
し
て
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物

の
思

い
や
心
情
を
中
心
に
、
多
く
の
場
合
そ
れ
は
事
件
を
め
ぐ
る
私
的
あ

る
い
は
裏
面

の
事
情
で
あ
り
、
の

っ
ぴ
き
な
ら
な
い
彼
ら
の
生
き
ざ

ま
を
歌

に
託
し
て
赤
裸
々
に
映
し
出
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
史
書
が
つ
た
え
る
歴
史
と
は
、
そ
も
そ
も
本
質
を
異
に
す
る
。

そ
の
違
い
を
め
ぐ

っ
て
は
、
は
る
か
後
の
、
源
氏
物
語

(螢
)
の
な

か
で
源
氏
に
語
ら
せ
て
い
る
物
語
論
の
次

の
よ
う
な
考
え
に
通
じ
る
。

神
代
よ
り
世
に
あ
る
こ
と
を
し
る
し
置
き
け
る
な
り
。
日
本
紀

な
ど
は
、
た
だ
か
た
そ
ぼ
ぞ
か
し
。

こ
れ
ら
に
こ
そ
、
道
々
し

く
く
は
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
。

「
日
本
紀
な
ど
」
の
正
史
、
す
な
わ
ち
国
家
の
歴
史
を
記
録
し
た
史

書
な
ど
は
物

事
の

一
面
や

部
分
を
つ
た

え
る
も
の
で

し
か
な
い
と

い
う
こ
の
見

方
が
、
物
語

を
、「
道
々
し

く
く
は
し
き

こ
と
は
あ
ら

め
」、
そ
の
内

容
の
詳
細
は

と
も
か
く
、

人
間
性
の
真

実
を
そ
こ
に

　

　

l

「
共
自
死
」

へ
展
開

「我
が
妻
」

へ
展
開
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う

つ
し

た

も

の

(今

井

卓

爾

『
物

語

文

学

史

の
研

究

源

氏

物

語

』

姫
頁

。

早

稲

田
大

学

出

版

部

。

昭

和

五

一
年

一
〇

月

)

と

み

な

す

認

識

に

つ
な

が

っ
て

い
る

。

史

書

を

い

わ
ば

ア

ン

チ

テ

ー

ゼ

と

し

て

、

そ

れ

と

は

違

う

と

い
う

自

覚

を

梃

子

に
、

む

し

ろ

そ

う

し

た

人

間

の

真

実

に
迫

ろ

う

と

し

た

と

い
う

点

で

は
、

く

だ

ん

の

所

伝

も

基

本

的

に
違

い
が

な

か

っ
た

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

そ

の
手

段

と

し

て
歌

を

最

大

限

活

用

し

、

そ

れ

が

所

伝

を

に
な

っ
て

い
た

は
ず

で

あ

る
。

か

り

に
図

示

す

れ

ば

、

歌

の
そ

の

に

な

う

あ

り

か

た

は
前

頁

の
よ

う

に

ま

と

め

る

こ

と

が

可

能

で
あ

ろ

う

。

注(1
)

カ

ッ
コ
内

の
数
字

は
、
日
本
古

典
文

学
全
集

『
古
事
記

上
代

歌

謡
』

や
山
路
平
四
郎
氏

『記
紀
歌
謡
評
釈
』
な
ど
に
倣

い
、
古
事
記
、

日
本
書
紀

の
歌
謡
に
付
し
た
通
し
番
号
を
表
す
。
歌
謡

の
表
記
も
、
概

ね
そ
れ
ら

に
倣

い
、

一
部
は
私
に
改
め
た
。
な
お

(89
)
歌
の

「
意
富

袁
余

斯
」

に

つ
い
て
は
、
「余
」
を

「
爾
」
に
作
る
テ
キ

ス
ト
も

あ
り
、

右
掲

の
両
書

も
、
前
者

は

「余
」
、
後
者
は

「
爾
」
と
す
る
が
、
日
本

思
想
大
系
、
新
潮

日
本
古
典
集
成
等

に
従

っ
て
こ
こ
で
は

「余
」
を
採

る
。
本
稿
嫐
頁
参
照
。

(2
)

別

の
見
方
も
勿
論
あ
る
。
そ
の
代
表
が
転
用
歌
説
だ
が
、

こ
こ
で
も

一
例
と
し
て
都
倉
氏

の
論
考

(本
稿
覇
頁
所
引
)

の
該
当
部
分
を
抜
き

出
す

こ
と

に
す
る
。

歌
謡
物
語

の
ウ
タ
は
、

そ
の
よ
う
に
物
語

に
直
結
し
て
ツ
ク
よ
う

に
機
能

さ
せ
ら
れ
て

い
た

の
か
疑
問

で
あ
る
。

で
き
る
だ
け
ツ
ク

よ
う
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の
見
方

に
す
ぎ
な

い

で
あ
ろ
う

(
繝
頁
)

こ
の
立
場

か
ら
は
、
「
人
は
離
ゆ
」

を
め
ぐ

る
そ

の

「
人
」

は

「
百

官

で
あ

る
と
い
う
考
え
」
が

一
蹴
さ
れ
、
「
率
寝

て
む
後
は
人
は
離
ゆ

と
も
」
も

「共
寝
し
て
し
ま

っ
た
の
だ

か
ら
そ
の
女

と
別
れ
る
よ
う

に

な

っ
た
と
し
て
も
か
ま
わ
な

い
と

い
う
よ
う
な
意
味

に
ひ
き

つ
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
ム
ー
ド
だ
け
と
き
え
い
え
る
。
こ
の
物
語
で
は
以
下
な

ん

か
所
も

み
ら

れ
る
方
法

で
あ

る
。
」
と
み
な

さ
れ

る
。

ち
な

み
に

「
乱
れ
ば
乱
れ
」
に

つ
い
て
は

「歌
そ

の
も

の
と
し

て
は
思

い
を
遂
げ

た
後

に
相
手
と
別
れ
る
よ
う
な
事
態

に
な

っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と

い
う

意
を
表

現
し

て
お
り
、

そ
れ
が
カ
ル
ノ
ミ

コ
の
思

い
を
遂
げ
た
充
足
の

表
出
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
る
。
」

(
躙
頁
)
と
説
く
。

(
3
)

都
倉
説

に
近

い
の
が
、
本
稿

鵬
頁
所
引

の
身
崎
壽
氏

「軽
太
子
物
語

1

『古
事

記
』

と

『
日
本
書
紀
』
と

ー

」

(古
事
記
研
究
大
系

9

『
古
事

記
の
歌
』
)

の
、
歌
謡
物

語
の
論

理
は
ウ
タ
の
表
現

の
あ

る
限

定
部
分

に
モ
ノ
ガ
タ
リ
と

の
連
係
を
託
し
、
他

の
部
分
の
整
合
性
の
い

か
ん
に
は
拘
泥
し
な

い
も
の
だ

と
す
る
見
解
。
当
面
の

(
83
)
歌
に

つ

い
て

「
と
ら
わ
れ
て
軽
大
郎
女

と
の
な
か
を
さ
か
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ

る
太
子
が
そ
の
心
情
を
う

た

っ
た
ウ
タ
な

の
だ

か
ら
、
『下
泣

き
に
泣

く
』
が
中

心
部
分

で
、
そ
れ

に
登
場
人
物

を
連
想

さ
せ
る

『軽

の
嬢

子
』
を

ひ
び
か
せ
て
い
る
ウ
タ
と

い
う
程
度

の
も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
」

(
娚
頁
)

と
説
く
。
こ
の
身
崎
説

を
、
本
稿
珊
頁
所
引

の
阿
陪
誠

氏

「
軽

太

子

の
物

1111Q
l

歌

謡

物

語

の
形

成

と

古

事
記

の
構

想

l

」

(
『古
事
記
年
報
』
三
十
八
)

は

「
そ
う
し
た
ウ
タ
の
把
握

の
し
か
た

が
自
然
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
と
考

え
る
。
」

(斑
頁
)
と
支
持
す
る
。

ま
た

一
方
、
こ
れ
ら
と
は
別

に
、
本
稿

蝿
頁
所
引
の
内
田
賢
徳
氏

「
挽

語物S恋S断禁S子太軽.-,　



歌
的
な
も
の
と
相
聞
歌
L

(
『萬
葉
の
知
』
)

に
は

「
『記
』
を
こ
の
ま
ま

素
直

に
読

め
ば
、
記
83
84
は
、
軽
太
子
が
禁
断

の
愛
の
露
見
後
捕

ら
え

ら
れ

て
、

"だ

か
ら
愛
は
忍
ぶ
の
で
す
よ

(
83
)
、
そ
し
て
し

っ
か
り
と

寝

て
i

結
ば

れ
て
お
く
の
で
す
よ

(
84
)
"
と
軽

の
嬢
子
ど
も

に
言

っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
」

(
獅
頁
)
と
い

っ
た
指
摘

が
あ
る
。

(4
)

軽

の
地
の

「隠
り
妻
」

を
う
た

っ
た

「柿
本
朝
臣
人
麻
呂
妻
死
之
後

泣
血
哀
慟
作
歌
」

(万
2

・
二
〇

七
)
が
著
名

だ
が
、
ほ
か
に

「
天
飛

づ
ま

ぶ
や
軽

の
社

の
斎

ひ
槻
幾
世

ま
で
有
ら

む
隠
り
嬬

そ
も
」

(万
11

・
二

六
八
五
)
な
ど
も
あ
る
。
な
お
大
久
間
喜

一
郎
氏

の

「
人
妻

・
隠
妻
の

文
学
」

(青
木
生

子
博
士
頌
寿
記
念
論
集

『上
代
文
学
の
諸
相
』
。
塙
書

房
。
平
成
五
年
十

二
月
)
が

「隠
り
妻
」
を
詳
細

に
論
じ
て
い
る
。

(5
)

本
稿

覇
頁
所
引
山
路

氏

『評
釈
』

は
、
「
ト
ホ

レ
」
を

「歌
垣

の
誘

い
歌

の
慣
用
語
」

と
み
な
す
土
橋
寛
氏

『古
代
歌
謡
と
儀
礼

の
研
究
』

の
説

に
つ
い
て

「あ

る
い
は
そ
う

で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
し
、
少
な
く

と
も
、

こ
の
歌

の
原
歌

は
、
そ
う
し
た
歌
で
あ

っ
た
ろ
う
。」

と
し
な

が
ら
、

「物
語
構
成
」
と

い
う
観
点
か
ら
、
当
該
歌
を
歌
垣
歌

と
み
る

見
方
を
疑
問
視
す
る

(醜
頁
)。

(6
)

本
稿

捌
頁
所
引
益

田
勝
美
氏

『記
紀
歌
謡
』

は

「
い
ず
れ
に
せ
よ
、

『軽
嬢

子
ど
も
』
と
い
う
複
数
形
は
、

一
般
的
な
若
者
が
娘

た
ち
に
挑

む
う
た
と
し
か
受
け
取
り
よ
う
が
な

い
。
」

と
述

べ
た
上

で
、
土
橋
寛

氏

『古
代
歌

謡
の
世
界
』

の

「
歌
垣
に
お
け

る
誘

い
歌
」
説

を
、
「
う

た
が
歌

わ
れ

る
場
の
構
造
と
そ
こ
で
の
う
た
の
機
能

に
対
し
て
、

八
方

ヘ

ヘ

ヘ

へ

目
く
ば

り
の
よ
く
利

い
た
最
も
す
ぐ
れ
た
説
と
思
え
る
。
」

(m
頁
)
と

折
り
紙

を
付
け
て

い
る
。

こ
ふ
ら
く
は
ゆ
め

(
7
)

原
文

「戀
由
眼
を
、
伊
藤
博
氏

『萬
葉
集
釋
注
六
』
は

「
歌
意
が
通

じ
な

い
。
し

と
断
じ
、
「恋
」
を

「尓

心
」

の
書
き
誤
り
と
し
た
上
で
、

な
「
尓
が
心
ゆ
め
」
と
訓
む

(
蠍
頁
語

注
)
。
本
稿
は
こ
れ
に
従
う
。

む
ら
た
ま

く
る

(8
)

内
容
上
あ

い
通
じ
る
歌

に
、

「群

玉

の
枢

に
く
ぎ
さ
し
堅
め
と
し
妹

あ
よ

が
心

は
動
く
な
め

か
も
」

(万
20

・
四
三
九
〇
)
と
い
う
防

人
歌

が
あ

る
。
「
動
く
な
め
か
も
し

は
動
揺
す
る
こ
と
な
ど
あ
る
も

の
か
の
謂
。

(9
)

山
崎
正
之
氏

「軽

太
子
関
連

歌

(允
恭
記
)
」

(『
山
路
平

四
郎

・
窪

田
章

一
郎
編

『記
紀
歌
謡
』

撚
頁
。
早
稲
田
大
学
出
版
部
。
昭
和
五
十

一
年

四
月
)
に

「
彼
地
の
事
態
で
は
二
人
の
間
の
こ
と
と
は

い
え
ず
、

そ
こ

(あ
ひ
ね
が

「
相
寝
」

に
通
じ
る

1

榎
本
補
筆
)
ま
で
は
無
理

だ
ろ
う
。
L
と
指
摘
す
る
。

(10
)

唱
和
歌

の
か
た
ち
を
と
ら
な
け
れ
ば

、
恐
ら
く
ひ
た
す
ら
無
事

に
帰

還
す
る
こ
と
だ
け
を
願
う
内
容
と
な

っ
て

い
た

の
で
は
な

い
か
。

た
と

え
ば

「石

上
乙
麻
呂
卿
配
二
土

左
国

一之
時
歌

三
首
」

の
そ

の
第

二
首

は
、
配
流
さ
れ
る
乙
麻
呂
卿

を
気
遣
う
妻
の
心
情
を

「～
住
吉
の
荒
人

へ

神
船

の
舳

に
う
し
は
き
た
ま
ひ
着
き
た
ま
は
む
島

の
埼
々
寄
り
た
ま
は
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