
高
橋
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
、
そ
の
成
り
た
ち
と
手
法

榎

本

福

寿

一
、
先
行
研
究
と
玉
台
新
詠

二
、
真
間
娘
子
歌
の
「
身
を
た
な
知
り
て
」

三
、「
身
」
と
「
家
」、
そ
の
律
令
と
の
関
連

四
、
真
間
娘
子
は
「
婢
」
か

五
、
賤
民
の
「
身
」
と
そ
の
自
死

六
、
浦
嶋
子
歌
を
貫
く
「
家
」

七
、「
家
」
の
呪
縛
、「
世
間
の
愚
人
」

八
、「
世
間
の
愚
人
」
と
「
鈍
や
こ
の
君
」、
そ
の
心

九
、
珠
名
娘
子
歌
と
玉
台
新
詠

十
、
珠
名
娘
子
歌
（
長
歌
）
と
律
令

十
一
、
珠
名
娘
子
歌
（
反
歌
）
と
律
令

十
二
、
菟
原
処
女
歌
の
妻
争
い
と
律
令

十
三
、「
黄
泉
に
待
た
む
」
と
出
典
と
の
関
連

十
四
、
冥
婚
と
合
葬

十
五
、
伝
説
歌
四
首
の
相
互
対
応
と
そ
の
意
味

万
葉
集
の
伝
説
歌
の
な
か
で
は
、
最
も
透
逸
か
つ
著
名
な
高

橋
虫
麻
呂
歌
集
所
収
の
伝
説
歌
四
首
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
や

成
り
立
ち
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。

四
首
そ
れ
ぞ
れ
伝
説
を
も
と
に
成
り
立
つ
が
、
そ
の
人
物
や

物
語
に
、
虫
麻
呂
は
独
自
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
各
歌
ご
と
に

ま
ず
は
そ
の
内
容
を
委
細
に
読
み
解
く
。
四
首
と
も
に
律
令
を

踏
ま
え
、
内
容
も
た
が
い
に
対
応
を
も
つ
の
で
、
関
連
す
る
律

令
条
文
と
つ
き
あ
わ
せ
、
そ
の
内
実
の
究
明
に
取
り
組
む
。

虫
麻
呂
の
伝
説
歌
の
独
自
を
、
可
能
な
限
り
表
現
、
依
拠
し

た
伝
承
、
出
典
と
の
関
連
等
を
掘
り
下
げ
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
、
本
稿
は
主
眼
を
置
く
。
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一
、
先
行
研
究
と
玉
台
新
詠

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學

中

出
典
論
を
中

心
と
す
る
比
較
文
學
的
考
察

』（
そ
の
「
第
八
章

傳

の
表

現
」。
昭
和
四
十
六
年
十
月
再
版
。
塙
書
房
）
が
「
傳

を
好
み
、

そ
れ
を
主
題
と
し
て
表
現
す
る
所
謂
『
傳

の
歌
人
』」
の
一
人
と

し
て
高
橋
虫
麻
呂
を
挙
げ
、「
傳

を
詠
む
場
合
に
も
、
文
學
作
品

と
し
て
の
衣
裳
を
考
へ
る
。
そ
の
衣
裳
は
中
國
的
な
も
の
が
多
い
。」

（
一
一
一
七
頁
）
と
指
摘
す
る
。
こ
の
「
傳

を
詠
む
」
歌
を
、
こ

こ
で
は
伝
説
歌
と
称
す
る
が
、
万
葉
集
の
収
載
す
る
伝
説
歌
の
な
か

で
は
、
小
島
氏
指
摘
の
と
お
り
高
橋
虫
麻
呂
の
そ
れ
が
代
表
的
な
作

品
と
し
て
位
置
す
る
と
共
に
、
異
彩
を
放
つ
て
も
い
る
。

小
稿
は
、
こ
の
高
橋
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

虫
麻
呂
と
い
う
卓
越
し
た
「
傳
説
歌
人
」
が
伝
説
歌
を
ど
の
よ
う
に

詠
ん
だ
の
か
、
そ
の
歌
の
成
り
た
ち
や
構
成
に
焦
点
を
当
て
、
歌
の

内
実
を
ど
こ
ま
で
も
表
現
に
そ
く
し
て
探
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
。

伝
説
歌
の
そ
の
内
実
は
、
伝
説
を
歌
に
詠
む
と
い
う
固
有
の
問
題
を

必
然
的
に
孕
む
。
伝
説
を
歌
に
表
現
す
る
上
に
、
抒
情
を
歌
に
す
る

ば
あ
い
と
の
違
い
は
、
多
く
が
長
歌
の
か
た
ち
を
と
る
そ
の
形
式
に

顕
現
す
る
が
、
こ
の
形
式
の
く
び
き
を
活
か
し
、
そ
こ
に
伝
説
を
ど

う
織
り
込
ん
で
い
る
の
か
、
表
現
あ
る
い
は
構
成
・
展
開
を
め
ぐ
る

特
質
は
な
に
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
問
題
に
取
り
組
む
上
に
も
、

歌
の
内
容
そ
れ
じ
た
い
の
解
明
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
解
明
に
、
従

前
ど
お
り
構
造
分
析
の
手
法
を
も
っ
て
挑
む
。
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
は
、

構
造
的
に
成
り
た
ち
、
か
つ
ま
た
そ
れ
ら
が
相
互
に
深
く
関
連
す
る

だ
け
に
、
こ
の
手
法
が
と
り
わ
け
有
効
で
も
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
採
り
上
げ
る
伝
説
歌
だ
が
、
小
島
氏
の
論
じ
た
虫

麻
呂
歌
を
中
心
に
、
次
の
四
首
の
長
歌
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
短
歌
を

主
な
対
象
と
す
る
。

一
）
詠

上
総
末
珠
名
娘
子

一
首

短
歌

９
・
一
七
三
八
、

九
）

二
）
詠

水
江
浦
嶋
子

一
首

短
歌

同
・
一
七
四
〇
、
一
）

三
）
詠

勝
鹿
真
間
娘
子

歌
一
首

短
歌

同
・
一
八
〇
七
、

八
）

四
）
見

菟
原
処
女
墓

歌
一
首

短
歌

同
・
一
八
〇
九
、
一

〇
、
一
一
）

部
立
で
は
、（
一
）
二
）を
雑
歌
、

三
）
四
）を

歌
に
そ
れ
ぞ
れ
分

類
す
る
。
こ
れ
ら
の
伝
説
歌
を
め
ぐ
っ
て
小
島
氏
の
指
摘
す
る
「
中

國
的
な
衣
裳
」「
中
國
的
な
表
現
」
の
例
に
は
、

一
）の
「
腰
細
」、

二
）の
冒
歌
部
、

三
）の
「
青
衿
」、

四
）の
「
処
女
墓
」
に
関
連

し
た
表
現
な
ど
が
あ
る
。
一
方
、
こ
の
指
摘
に
続
く
研
究
史
を
、

「
杉
本
行
夫
・
稲
岡
耕
二
両
氏
は
具
体
的
に
虫
麻
呂
の
表
現
と
中
国

文
学
の
修
辞
上
の
類
似
性
を
指
摘
さ
れ
た
。」「
中
西
進
氏
は
（
中

略
）『
詠
む
』
歌
す
な
わ
ち
対
象
そ
の
も
の
を
歌
う
こ
と
に
目
的
も
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方
法
も
あ
る
詠
物
歌
は
、
中
国
の
詠
物
詩
の
影
響
の
も
と
に
成
立
し
、

宴
と
は
不
可
分
で
多
分
に
文
芸
化
を
と
も
な
う
発
想
を
も
つ
こ
と
を

指
摘
さ
れ
た
。」
な
ど
と
た
ど
る
村
山
出
氏
「
高
橋
虫
麻
呂

娘

子
の
歌
の
位
置

」（『
万
葉
集
研
究
』
第
十
七
集
、
平
成
元
年
十

一
月
、
塙
書
房
）
は
、
新
た
に
「
詠
物
詩
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
ず

に
、
情
詩
賦
の
女
性
の
表
現
」
に
着
目
し
て
そ
の
例
を
挙
げ
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
説
く
。

虫
麻
呂
が
娘
子
の
歌
群
に
詠
物
詩
的
な
方
法
を
用
い
、
娘
子
の

容
姿
の
魅
力
を
客
観
描
写
的
に
具
象
化
す
る
態
度
を
示
す
と
い

う
可
能
性
を
開
い
た
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
こ
う
し
た

中
国
の
情
詩
賦
の
表
現
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

右
に
引
用
し
た
一
節
の
直
前
に
、
実
は
「
右
に
列
挙
し
た
詩
篇
を
直

ち
に
虫
麻
呂
に
お
け
る
特
徴
的
な
表
現
の
出
典
と
判
断
す
る
こ
と
に

は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
断
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
、

「
少
な
く
と
も
」
以
下
の
「
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
」
に
と
ど
め
た
慎

重
な
言
及
に
つ
な
が
る
。

村
山
氏
が
「
右
に
列
挙
し
た
詩
篇
」
と
い
う
詩
の
な
か
に
は
、
前

述
し
た
小
島
氏
、
稲
岡
氏
、
杉
本
氏
ら
先
学
の
挙
げ
た
例
も
交
じ
る
。

念
の
た
め
そ
の
一
端
を
挙
例
す
れ
ば
、
ま
ず
は

一
）珠
名
娘
子
の

「
美
し
い
容
姿
の
描
写
に
類
似
す
る
表
現
」（
村
山
氏
。
143
頁
）
に

関
連
し
た
「
詩
篇
」
だ
が
、

春
花
競

玉
顔

倶
折
復
倶
攀

細
腰
宜

窄
衣

長

巧

（『
玉
台
新
詠
』

肩
吾
「
南
苑
看
人
還
」）

少
し
く
説
明
を
加
え
て
み
る
に
、
珠
名
娘
子
の
「
花
の
如ごと
咲ゑ
み
て
立

て
れ
ば
」、
ま
た
「
腰こし
細ぼそ
の
す
が
る
娘
子
を
と
め

」
な
ど
が
関
連
す
る
句
に

当
た
り
、
特
に
後
者
は
「
腰
細
を
美
人
の
条
件
と
す
る
考
え
は
六
朝

詩
な
ど
に
も
見
え
る
。」（『
萬
葉
集
釋
注
五
』
当
該
「
語
注
」）
と
説

明
を
加
え
、

肩
吾
の
詩
題
を
示
す
ほ
ど
に
定
着
し
て
さ
え
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
句
じ
た
い
、
先
行
す
る
「
胸むな
別わけ
の
広
き
我わ

妹ぎも
」
と
対
を
構
成
し
、
そ
の
「
す
が
る
娘
子
」
に
つ
い
て
、「
ス
ガ

ル
は
じ
が
蜂
。
そ
の
腹
部
の
第
一
節
か
ら
第
二
節
に
か
け
て
細
く
く

び
れ
て
い
る
の
で
た
と
え
た
。」（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集

⑵
』
当
該
歌
頭
注
）
と
説
く
と
お
り
、「
豊
満
な
女
性
の
胸
」（
同

上
）
と
組
み
合
わ
せ
た
表
現
に
特
徴
が
あ
る
。「
腰
細
」
に
か
ぎ
れ

ば
、
確
か
に
玉
台
新
詠
に
類
例
が
散
見
す
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば

「
腰

蔑

楚
媛
、
体
軽
非

趙
姫

」（
腰
ほそ

く
し
て
楚
媛
を
蔑な
み
し
、

体
軽かろ
く
し
て
趙
姫
を
非ひ
と
す
。
江
洪
「
詠
舞
女
」『
玉
台
新
詠
』
巻

五
）
の
「
楚
媛
」（「
楚
宮
の
女
。『
楚
王
細
腰
を
好
ん
で
朝
に
餓
人

あ
り
』（『
荀
子
』
君
道
篇
）
の
語
が
あ
る
。」
新
釈
漢
文
大
系
『
玉

台
新
詠
上
』「
語
釈
」
337
頁
）
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
は
せ
い
ぜ
い

「
体
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
細
腰
」
を
美
人
の
要
件
と
す
れ
ば
こ
そ
、

そ
れ
を
豊
胸
と
と
り
合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
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玉
台
新
詠
に
徴
す
れ
ば
、
む
し
ろ
独
自
が
際
立
つ
。「
す
が
る
娘

子
」
と
い
う
比
喩
に
は
、
虫
麻
呂
歌
の
す
ぐ
れ
て
特
徴
的
な
個
性
を

こ
そ
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
だ
け
挙
げ
れ
ば
、「
娘

子
に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち
の
様
子
と
の
関
連
性
」
を
先
学
三
氏
が
ひ

と
し
く
認
め
る
例
と
し
て
村
山
氏
の
示
す
の
が
次
の
詩
句
で
あ
る
。

行
者
見

羅
敷

下

髭
鬚

少
年
見

羅
敷

脱

帽
著

肖
頭

耕
者
忘

其
耕

鋤
者
忘

其
鋤

来
帰
相

怒

但
坐

観

羅
敷

（『
玉
台
新
詠
』
古
楽
府
詩
「
日
出
東
南
隅
行
」）

虫
麻
呂
歌
で
は
、（
一
）に
珠
名
娘
子
が
容
姿
端
正
な
上
に
花
の
よ
う

に
笑
い
立
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
に
「
迷
ふ
」
男
ど
も
の
「
珠たまほこ
の
道

行
く
人
は

己おの
が
行
く
道
は
去ゆ
か
ず
て

召よ
ば
な
く
に
門かど
に
至
り
ぬ

さ
し
並
ぶ
隣
の
君
は

あ
ら
か
じ
め
己おの
妻つま
離か
れ
て

乞こ
は
な
く
に
かぎ

さ
へ
奉まつ
る
」
と
い
う
一
節
を
右
掲
の
詩
句
に
関
連
す
る
も
の
と
み
る
。

し
か
し
詩
句
に
詠
む
「
羅ら
敷ふ
」
は
、
養
蚕
が
上
手
で
そ
の
桑
採
り
の

姿
が
男
た
ち
を
魅
了
す
る
だ
け
で
あ
り
、「
関
連
性
」
が
あ
る
に
せ

よ
、
わ
ず
か
に
「
耕
者
忘

其
耕
、
鋤
者
忘

其
鋤

」
と
い
う
ご
く

単
純
な
表
現
か
ら
成
る
一
節
に
と
ど
ま
る
。
珠
名
娘
名
の
ば
あ
い
、

そ
の
肉
体
的
な
美
を
強
調
し
た
上
で
、
男
ど
も
の
関
心
を
そ
の
美
を

わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
に
収
斂
さ
せ
て
い
る
そ
の
表
現
に
特
徴
が
あ

る
。

げ
ん
に
、
こ
の
男
ど
も
の
「
迷
ふ
」
さ
ま
は
、
同
じ
「
花
の
如ごと
咲ゑ

み
て
立
て
れ
ば
」
に
続
く
、（
三
）の
真
間
娘
子
に
集
ま
る
口
喧
し
い

騒
ぎ
を
つ
た
え
る
「
夏
虫
の
火
に
入
る
が
如ごと

水
門
み
な
と

入いり
に
船
漕こ
ぐ
如

く

帰ゆ
き
か
ぐ
れ
人
の
言
ふ
時
」
に
む
し
ろ
通
じ
る
。
詳
細
は
後
述

す
る
と
し
て
、「
花
の
如
」
以
下
に
展
開
す
る
男
ど
も
の
女
性
の
美

に
迷
い
騒
ぎ
た
て
る
彼
此
表
現
の
親
近
は
、
そ
れ
が
虫
麻
呂
歌
を
特

徴
づ
け
て
は
い
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
に
、
逆
に
前
掲
羅
敷
関
連

の
詩
句
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
疑
わ
せ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
研
究
史
の
上
で
は
、
村
山
説
を
肯
定
的
に

評
価
す
る
論
調
が
む
し
ろ
優
勢
で
あ
る
。
中
川
ゆ
か
り
氏
「
菟
原
処

女
の
墓
を
見
る
歌
」（
セ
ミ
ナ
ー
『
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
七
巻
。

二
〇
〇
一
年
九
月
。
和
泉
書
院
）
は
、
さ
き
に
採
り
あ
げ
た
村
山
氏

の
「
中
国
の
情
詩
賦
の
表
現
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
可
能
性
」
を
め
ぐ
る

言
説
を
踏
ま
え
、
中
国
文
学
を
嗜
む
「
当
時
の
文
学
の
志
向
と
、
伝

承
の
ヲ
ト
メ
達
に
惹
か
れ
る
虫
麻
呂
の
心
と
が
相
俟
っ
て
」
作
品
の

造
型
を
な
し
得
た
と
説
く
（
283
頁
）。
近
年
で
は
、
大
谷
歩
氏
『
万

葉
集
の
恋
と
語
り
の
文
芸
史
』（「
第
三
章

真
間
手
児
名
伝
説
歌
の

形
成
」。
二
〇
一
六
年
二
月
。
笠
間
書
院
）
が
、
前
掲

一
）〜

三
）

の
「
詠
」
を
題
詞
に
掲
げ
る
伝
説
歌
に
つ
い
て
村
山
氏
が
前
掲
論
考

に
説
く
「
虫
麻
呂
の
真
間
娘
子
や
珠
名
娘
子
の
容
姿
の
具
象
化
、
ス

ケ
ッ
チ
風
の
叙
事
的
な
表
現
態
度
は
、『
玉
台
新
詠
』
の
こ
れ
ら
の

詠
物
詩
の
方
法
に
近
似
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
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ろ
う
。」
と
い
う
指
摘
を
も
と
に
詠
物
詩
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

珠
名
娘
子
・
浦
嶋
子
・
真
間
手
児
名
な
ど
の
作
品
を
「
詠
史
」
と
み

る
山
岸
徳
平
氏
の
説
を
参
照
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

虫
麻
呂
の
う
た
う
手
児
名
伝
説
は
、『
玉
台
新
詠
』
に
み
る
よ

う
な
伝
説
の
人
物
を
客
観
的
に
詠
む
詠
物
詩
に
重
な
り
な
が
ら

も
、
た
だ
客
観
的
事
物
と
し
て
娘
子
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

過
去
の
人
物
の
行
為
や
人
物
像
、
そ
の
人
生
を
語
ろ
う
と
す
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
詠
史
」
の
方
法
に
重
な
る
も
の
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。（
136
頁
）

「
人
生
を
語
ろ
う
と
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
後
に
「
そ
の
娘
子
の
人

間
と
し
て
の
歴
史
を
描
く
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
」「
虫
麻
呂
は
史

実
と
し
て
の
手
児
名
の
人
生
を
詠
ん
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。」（
137

頁
）
と
敷
衍
し
て
も
い
る
。「
人
間
と
し
て
の
歴
史
」「
史
実
」
と
は

い
っ
て
も
、「
詠
史
」
の
「
史
」
と
無
限
定
に
重
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
大
谷
氏
の
挙
げ
る
「
過
去
の
人
物
の
行
為
や
人

物
像
、
そ
の
人
生
を
語
ろ
う
と
す
る
」
だ
け
で
、「
詠
史
」
の
方
法

に
重
な
る
の
か
、
や
は
り
疑
い
を
残
す
。
村
山
説
を
発
展
さ
せ
る
上

に
も
、
そ
の
土
台
の
確
か
な
検
証
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
、
真
間
娘
子
歌
の
「
身
を
た
な
知
り
て
」

つ
っ
放
し
て
言
え
ば
、
真
間
娘
子
な
る
人
物
の
歴
史
な
ど
、
虫
麻

呂
に
と
っ
て
所
詮
「
遠
き
代
に
あ
り
け
る
事
」
で
し
か
な
い
。
そ
れ

を
「
昨
日
し
も
見
け
む
が
如
く
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
と
我
が
身
に
引
き

寄
せ
る
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
奥
つ
城
に
妹
が
臥
せ
る
」
と
い
う
厳

然
た
る
事
実
を
前
に
し
て
、
娘
子
み
ず
か
ら
選
び
と
っ
た
そ
の
自
死

に
深
く
思
い
を
致
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
じ
く
真
間
娘
子
を

対
象
に
し
な
が
ら
、
山
部
赤
人
の
「
過

勝
鹿
真
間
娘
子
墓

時
、
山

部
宿
祢
赤
人
作
歌
一
首

短
歌
」（
３
・
二
三
一
・
二
・
三
）
が
妻

問
い
を
う
た
っ
て
も
死
に
一
切
触
れ
な
い
の
と
は
、
内
容
そ
の
も
の

を
異
に
す
る
。
東
歌
で
も
、
真
間
娘
子
を
う
た
っ
た
二
首
（
14

三

三
八
四
・
五
）
と
も
に
、
死
と
は
無
縁
で
あ
る
。

こ
の
虫
麻
呂
歌
は
前
掲

三
）に
あ
た
る
が
、
構
成
が
比
較
的
単
純

で
あ
り
、
か
つ
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
を
め
ぐ
る
構
成
上
の
典
型
を
そ
こ

に
認
め
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ
を
こ
こ
に
採
り
あ
げ

る
。
こ
の
構
成
を
明
示
す
る
た
め
、
当
該
長
歌
に
は
段
落
分
け
を
施

し
、
各
段
に
見
出
し
を
付
す
。

１
）

伝
説
へ
の
導
入

鶏
が
鳴
く
東
の
国
に

古いに
昔しへ
に
あ
り
け
る
こ
と
と

今
ま
で
に

絶
え
ず
言
ひ
け
る

勝かつ
壮し
鹿か
の
真ま
間ま
の
手
児
名
が

２
）

娘
子
の
特
質

麻あさ
衣ぎぬ
に
青あを
衿くび
著つ
け

ひ
た
さ
麻を
を
裳も
に
は
織お
り
服き
て

髪
だ
に

も
掻か
き
は
梳けづ
ら
ず

履くつ
を
だ
に
著は
か
ず
行
け
ど
も

錦にしき
綾あや
の

中
に
つ
つ
め
る

斎いは
ひ
児
も
妹
に
及し
か
め
や

３
）

娘
子
の
行
動
、
転
換
の
契
機
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望もち
月づき
の
満た
れ
る
面おも
わ
に

花
の
如ごと
咲ゑ
み
て
立
て
れ
ば

４
）

男
ど
も
の
騒
ぎ
立
て

夏
虫
の
火
に
入
る
が
如ごと

水
門
み
な
と

入
り
に
船
漕こ
ぐ
如
く

帰ゆ
き
か

ぐ
れ
人
の
言
ふ
時

５
）

虫
麻
呂
の
批
評

幾いく
時ばく
も
生い
け
ら
じ
も
の
を

何なに
為す
と
か
身
を
た
な
知
り
て

６
）

娘
子
の
対
処

浪
の
音
の
驟さは
く
湊みなとの

奥おく
つ
城き
に
妹いも
が
臥こや
せ
る

７
）

虫
麻
呂
の
述
懐

遠
き
代
に
有
り
け
る
事
を

昨
日
き
の
ふ

し
も
見
け
む
が
ご
と
も

所お

念も
ほ
ゆ
る
か
も

反
歌

勝
壮
鹿
の
真
間
の
井
見
れ
ば

立た
ち
平なら
し
水みづ
く

ま
し
け
む

手

児
名
し
所お
念も
ほ
ゆ

こ
の

１
）以
下
の
展
開
の
な
か
で
、
虫
麻
呂
が
娘
子
の
行
動
を
批
評

し
た

５
）は
と
り
わ
け
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
そ
の
核
心
が
、「
何

為
と
か
身
を
た
な
知
り
て
」
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
も
、
当
然
こ
の
表
現
に
議
論
は
集
中
す
る
。
そ
の
主

な
説
を
、
佐
藤
政
司
氏
「
葛
飾
の
真
間
娘
子
を
詠
む
歌
」（
前
掲

『
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
七
巻
）
と
大
久
保
廣
行
氏
「
高
橋
虫
麻

呂
の
世
界

水
江
浦
島
子
詠
を
通
し
て

」（『
萬
葉
集
研
究
』

第
二
十
三
集
。
平
成
十
一
年
十
一
月
）
と
が
採
り
あ
げ
て
加
え
た
批

評
を
参
照
し
て
次
に
列
挙
す
る
。
特
に
後
者
が
当
該
句
に
関
し
て

「
注
目
す
べ
き
論
及
」
と
評
価
す
る
先
行
説
は
重
要
な
の
で
、
そ
の

一
節
を
そ
の
ま
ま
掲
出
す
る
。

ａ
、
男
た
ち
の
激
し
い
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
状
況
の

中
で
、
娘
子
が
わ
が
身
の
処
し
方
を
悟
っ
た
と
い
う
謂
で
あ

ろ
う
。（
高
野
正
美
氏
）

ｂ
、
わ
が
身
の
限
界
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
虫
麻
呂
を

「
貴
族
社
会
の
末
端
に
生
き
る
自
己
の
限
界
を
常
に
見
極
め

て
い
た
人
間
」
と
し
て
捉
え
る
。（
金
井
清
一
氏
）

ｃ
、
己
が
身
を
ヤ
ガ
テ
ハ
消
ユ
ベ
キ
、
常
ナ
キ
、
借
リ
ノ
身
、

と
自
覚
す
る
こ
と
。（
坂
本
信
幸
氏
）

ｄ
、
自
分
の
命
（
そ
れ
は
自
分
の
一
生
で
あ
り
、
所
属
す
る
社

会
と
の
関
係
で
い
え
ば
生
き
方
で
あ
ろ
う
）
を
見
極
め
て
と

い
う
ふ
う
な
意
味
（
村
山
出
氏
）

管
見
に
入
る
限
り
だ
か
ら
、
安
直
に
過
ぎ
る
な
ど
の
批
判
は
甘
受
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
主
要
な
見
解
は
ほ
ぼ
右
に
尽
き
る
。
こ
の

う
ち
、
参
照
し
た
佐
藤
氏
論
考
は
ｃ
を
、
大
久
保
氏
論
考
は
ａ
を
そ

れ
ぞ
れ
に
評
価
す
る
。
も
ち
ろ
ん
間
口
を
広
げ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
応

接
に
暇
な
い
は
ず
だ
け
れ
ど
、
た
と
え
ば
副
題
に
「

『
身
は
た

な
知
ら
ず
』
と
『
身
を
た
な
知
り
て
』

」
を
掲
げ
る
錦
織
浩
文

氏
「
高
橋
虫
麻
呂
の
東
国
伝
説
歌
二
首
」（『
萬
葉
集
研
究
』
第
二
十

五
集
。
平
成
十
三
年
十
月
）
は
、
虫
麻
呂
が
娘
子
の
入
水
理
由
を
明
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確
に
し
な
い
こ
と
に
「
む
し
ろ
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
聞
き
手
（
読

者
）
の
自
由
な
想
像
を
か
き
た
て
る
」
と
い
う
「
意
図
」
を
認
め

（
118
頁
）、
そ
の
入
水
理
由
を
め
ぐ
る
「
想
像
」
に
つ
い
て
「
真
間

娘
子
に
は
心
を
と
め
た
一
人
の
男
性
が
お
り
、
妻
争
い
の
様
子
を
見

て
、
そ
の
人
と
結
婚
で
き
な
い
と
考
え
て
、
そ
れ
で
命
を
絶
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。」（
121
頁
）
と
説

く
。
そ
し
て
同
じ
理
由
で
自
ら
命
を
絶
っ
た
菟
原
処
女
の
例
を
挙
げ

る
。
そ
れ
が
こ
の
「
想
像
」
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
り
得
る
の
か
。
私

に
は
肯
い
が
た
い
。

ど
こ
ま
で
も
ａ
以
下
に
列
記
し
た
限
り
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、

反
歌
を
伴
う
当
該
長
歌
の
内
容
や
展
開
を
、
先
行
研
究
の
多
く
が
な

お
ざ
り
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
身
」
は
、
あ
く
ま
で
「
身
」

で
し
か
な
い
。
類
例
に
、
右
に
引
用
し
た
錦
織
氏
論
考
が
「『
萬
葉

集
』
に
は
、『
身
を
た
な
知
る
』
と
い
う
表
現
を
用
い
た
歌
が
、
Ａ

Ｂ
二
首
の
ほ
か
に
、
も
う
一
首
あ
る
。」
と
着
目
し
た
「
藤
原
の
宮

の
役
民
の
歌
」（
１
・
五
〇
）
の
例
が
あ
る
。「
Ａ
Ｂ
二
首
」
は
前
掲

一
）
三
）に
当
た
り
、
こ
の
例
に
つ
い
て
は
「
役
民
と
い
う
特
別
な

立
場
や
、
う
た
わ
れ
て
い
る
状
況
に
応
じ
た
内
容
を
示
し
て
お
り
、

Ａ
Ｂ
二
首
の
『
身
を
た
な
知
る
』
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
み

な
し
得
る
。」（
109
頁
）
と
退
け
て
導
い
た
の
が
、
右
に
引
く
同
氏
の

「
想
像
」
に
関
連
し
た
所
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
疑
義
を
呈
し
た
と
お

り
、「
異
な
っ
て
い
る
と
見
な
し
得
る
」
ど
こ
ろ
か
、
同
じ
表
現
か

ら
成
り
、「
身
」
の
内
実
を
探
る
上
に
極
め
て
示
唆
に
富
む
。

問
題
の
句
は
、
藤
原
の
宮
の
造
営
の
た
め
そ
の
用
材
を
運
搬
す
る

労
役
に
奉
仕
す
る
さ
ま
を
う
た
っ
た
「
真ま
木き
さ
く
檜ひ
の
嬬つま
手で
を

も

の
の
ふ
の
八や
十そ
氏うぢ
河がは
に

玉
藻
な
す
浮
か
べ
流
せ
れ

そ
を
取
る
と

さ
は
く
御
民
も

家
忘
れ
身
も
た
な
知
ら
ず

鴨
じ
も
の
水
に
浮
き

居ゐ
て

（
中
略
、
泉
の
河
に
）
持
ち
越
せ
る
真
木
の
つ
ま
手
を

百

足
ら
ず
筏いかだに
作
り

のぼ
す
ら
む
い
そ
は
く
見
れ
ば

神かむ
随から
な
ら
し
」

と
い
う
な
か
の
傍
線
部
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
錦
織
氏
の
論
考
に

「
諸
注
釈
書
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
身
に
ふ
り
か
か
る
苦
労
、

労
働
に
と
も
な
う
肉
体
的
な
疲
労
を
ま
っ
た
く
考
え
な
い
で
、
と
い

う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
察
し
が
つ
く
。」（
109
頁
）
と
説
く
。

「
身
も
た
な
知
ら
ず
」
だ
け
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
れ
が
「
家
忘

れ
」
と
対
応
す
る
表
現
を
構
成
し
て
い
る
以
上
、「
身
」
が
「
家
」

と
対
応
す
る
事
実
は
揺
る
が
な
い
。
上
接
す
る
「
御
民
」
を
承
け
て
、

労
役
に
従
事
す
る
役
民
の
本
来
居
住
し
生
活
す
る
そ
の
本
拠
と
し
て

の
「
家
」
の
存
在
を
意
識
の
内
に
残
留
さ
せ
な
い
こ
と
が
「
家
忘

れ
」
だ
か
ら
、
こ
れ
に
対
応
し
、
労
役
に
従
事
す
る
自
分
自
身
を
そ

の
ま
つ
わ
る
一
切
を
含
め
度
外
視
す
る
こ
と
に
、
く
だ
ん
の
「
身
も

た
な
知
ら
ず
」
の
基
本
的
な
意
味
を
認
め
る
の
が
筋
で
あ
る
。「
家
」

と
「
身
」
と
も
に
没
却
し
て
労
役
に
専
心
奉
仕
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ

そ
が
、「
御
民
」
の
「
御
民
」
た
る
ゆ
え
ん
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

藤
原
の
宮
の
造
営
に
か
か
る
こ
の
「
御
民
」
の
奉
仕
に
は
、
歴
史
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に
類
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
仁
徳
天
皇
が
課
役
免
除
お
よ
び
そ
れ
に

伴
う
極
端
な
耐
乏
生
活
に
よ
り
、
人
民
の
貧
窮
を
救
済
し
た
い
と
い

う
事
蹟
に
伴
う
そ
の
救
済
後
の
後
日
談
と
し
て
、
日
本
書
紀
（
仁
徳

天
皇
十
年
条
）
が
次
の
よ
う
に
つ
た
え
て
い
る
。

十
年
冬
十
月
、

科

課
役

以
構

造
宮
室
。
於

是
、
百
姓
之

不

領
、
而
扶

老
携

幼
、
運

材
負

、
不

問

日
夜
、
竭

力
競
作
。
是
以
、
未

経

幾
時
、
而
宮
室
悉
成
。
故
、
於

今

称

聖
帝

也
。

傍
線
部
の
「
材
を
運
び
こ

（
も
っ
こ
）
を
負
ひ
、
日
夜
を
問
は
ず
、

力
を
竭つく
し
て
競きほ
ひ
作
る
」
と
い
う
「
百
姓
」
の
心
の
内
は
、
あ
の

「
御
民
」
の
「
家
忘
れ
身
も
た
な
知
ら
ず
」
と
別
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
も
、
救
済
前
の
貧
窮
状
態
を
、
天
皇
が
高
台
に
登
っ
て

望
見
し
た
感
想
と
し
て
「
百
姓
既
貧
、
而
家
無

炊
者

」
と
述
べ
た

上
で
、「
朕
聞
、
古
、
聖
王
之
世
、
人
人
誦

詠

德
之
音
、
毎

家
有

康
哉
之
歌

」
と
理
想
の
世
を
ひ
き
合
い
に
出
す
。
傍
線
部
の
と
お

り
「
百
姓
」
に
は
、
家
が
不
可
分
の
つ
な
が
り
を
も
つ
。

三
、「
身
」
と
「
家
」、
そ
の
律
令
と
の
関
連

さ
て
、
こ
の
「
身
を
た
な
知
ら
ず
」
の
「
身
」
と
「
家
」
と
の
分

か
ち
が
た
い
つ
な
が
り
を
参
照
し
て
、
こ
こ
で
改
め
て
正
面
に
据
え

て
取
り
く
む
べ
き
は
、
真
間
娘
子
を
め
ぐ
る
「
身
を
た
な
知
り
て
」

の
こ
の
内
実
で
あ
る
。
か
た
ち
の
上
で
は
、
従
前
の
「
身
を
た
な
知

ら
ず
」
を
倒
逆
さ
せ
た
表
現
と
な
る
。
従
前
の
そ
れ
の
実
例
と
し
て

言
及
し
た
藤
原
の
宮
の
造
営
に
か
か
る
「
御
民
」
の
奉
仕
と
仁
徳
天

皇
の
宮
室
の
造
営
に
か
か
る
「
百
姓
」
の
奉
仕
と
も
に
、
い
わ
ば
非

常
時
の
労
役
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
想
化
し
て
強
調
す
る
表
現
こ
そ
が
、

「
身
を
た
な
知
ら
ず
」
と
い
う
句
を
構
成
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
倒

逆
し
た
表
現
は
、
必
然
的
に
常
時
の
労
役
に
か
か
わ
る
。

具
体
的
に
は
、
仁
徳
天
皇
の
採
っ
た
課
役
免
除
が
そ
の
労
役
を
端

的
に
も
の
が
た
る
。
当
然
、
課
役
の
負
担
を
そ
の
主
要
な
内
容
と
す

る
。
一
方
、
藤
原
の
宮
造
営
に
か
か
る
奉
仕
の
ば
あ
い
、
の
ち
の
推

古
天
皇
の
御
代
、
皇
太
子
（
聖
徳
太
子
）
の
制
定
し
た
憲
法
十
七
条

（
日
本
書
紀
推
古
天
皇
十
二
年
四
月
）
に
掲
げ
る
理
想
を
い
う
「
国

非

二
君
、
民
無

両
主
、
率
土
兆
民
、
以

王
為

主
。」（
そ
の
十

二
）
の
あ
と
、「
使

民
以

時
、
古
之
良
典
。
故
冬
月
有

間
、
以
可

使

民
。
従

春
至

秋
、
農
桑
之
節
、
不

可

使

民
。
其
不

農
何

食
、
不

桑
何
服
。」（
そ
の
十
六
）
と
い
う
聖
王
の
德
治
の
も
と
、

そ
の
農
閑
期
の
使
役
に
従
事
す
る
民
が
、
く
だ
ん
の
「
御
民
」
に
重

な
る
。
そ
の
「
農
桑
之
節
」
は
、
農
耕
・
養
蚕
に
専
念
す
る
。

も
っ
と
も
仁
徳
天
皇
の
課
役
免
除
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
事
の
発

端
を
、
前
掲
の
と
お
り
「（
烟
気

不

起

於
域
中

）
百
姓
既
貧
、

而
家
無

炊
者

」
と
い
う
烟
煙
が
ど
こ
に
も
上
ら
な
い
専
ら
食
の
欠

乏
と
す
る
。
こ
の
文
脈
の
展
開
上
、
課
役
免
除
お
よ
び
耐
乏
生
活
に

よ
り
「
烟
気
多

起
」
と
い
う
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
た
の
ち
に
天
皇
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が
皇
后
に
説
き
き
か
せ
た
「
古
聖
王
者
、
一
人
飢
寒
、
顧
之
責

身
。

今
百
姓
貧
之
、
則
朕
貧
也
。
百
姓
富
之
、
則
朕
富
也
。
未

之
有

百

姓
富
之
君
貧

矣
」（
七
年
四
月
）
と
い
う
一
節
で
も
、
も
と
よ
り
食

に
重
点
を
置
く
。

こ
の
課
役
免
除
の
所
伝
は
、
律
令
に
深
く
根
ざ
す
。
課
役
と
い
う

語
じ
た
い
、
律
令
用
語
で
も
あ
る
。
律
令
が
規
定
す
る
課
役
の
ば
あ

い
、
そ
れ
の
担
い
手
を
家
と
の
関
連
の
下
に
置
く
。「
戸こ
令りょう」（
第
八
。

日
本
思
想
大
系
３
『
律
令
』。
一
九
七
六
年
十
二
月
。
岩
波
書
店
）

で
は
、
社
会
組
織
の
基
本
単
位
と
し
て
冒
頭
に
「
１
、
凡
戸
、
以

五
十
戸

為

里
」
と
挙
げ
、
こ
の
あ
と
「
５
、
凡
戸
主
、
皆
以

家

長

為

之
」
と
定
め
、
こ
の
「
戸
主
」
に
「
家
長
」
を
あ
て
て
い
る
。

律
令
お
よ
び
行
政
上
の
呼
称
と
し
て
「
戸
主
」
を
使
い
な
が
ら
、
当

主
を
無
条
件
に
「
家
長
」
と
す
る
。「
家
長
」
が
そ
れ
だ
け
一
般
的

に
も
通
用
し
て
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
は
如
実
に
も
の
が
た
る
。
こ
の

「
戸
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
条
文
の
一
節
の
直
後
に
「
戸
内
有

課

口

者
、
為

課
戸
。
無

課
口

者
、
為

不
課
戸
。」
と
い
う
「
課

戸
」「
不
課
戸
」
の
二
種
類
に
分
け
る
。「
課
口
」
は
、「
賦
役
令
９
」

に
定
め
る
「
課
役
」
を
負
担
す
る
者
、
そ
れ
以
外
の
者
を
「
不
課
」

と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
注
が
「
不
課
」
の
該
当
者
に
、「
皇
親
（
親

王
・
諸
王

頭
注
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
及
八
位
以
上
。
男
年
十

六
以
下
。

蔭
子
お
む
し

（
五
位
以
上
の
子

補
注
に
よ
る
）。
耆き
（
六

十
六
歳
以
上
）。
癈
疾
。
篤
疾
。
妻
。
妾
。
女
。
家
人
。
奴
婢
」
を

挙
げ
る
。
こ
の
「
課
役
」
を
負
担
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
二
分
す
る

「
課
口
」
と
「
不
課
」
と
が
、「
民
」
ま
た
「
百
姓
」
の
内
実
で
あ

り
、
そ
の
「
課
戸
」
と
「
不
課
戸
」
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、「
戸
」
を

一
般
的
に
通
用
の
「
家
」
と
す
る
。
こ
う
し
た
対
応
が
社
会
的
に
も

定
着
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
を
前
提
に
「
家
」
と
「
身
」
と
を
対

応
さ
せ
た
表
現
が
成
り
た
つ
。

こ
の
対
応
に
照
ら
し
て
、「
家
」
が
「
戸
」
に
当
た
る
と
同
じ
く
、

「
身
」
に
は
「
口
」
が
あ
た
り
、
そ
の
「
課
口
」
の
ほ
か
、「
不
課
」

の
例
に
挙
げ
た
「
皇
親
」
以
下
も
、「
身
」
が
世
に
存
在
す
る
そ
の

さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
か
た
を
表
示
す
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
か
り
に
例
を

と
れ
ば
、「
癈
疾
」
の
「
身
」
を
嘆
く
と
い
う
表
現
に
、
な
ん
ら
違

和
感
な
ど
な
い
。
同
様
に
、
さ
き
の
仁
徳
天
皇
の
課
役
免
除
を
め
ぐ

る
所
伝
に
関
連
し
て
、
前
掲
の
と
お
り
天
皇
が
皇
后
に
説
き
き
か
せ

た
一
節
に
「
古
聖
王
者
、
一
人
飢
寒
、
顧
之
責

身
」
と
つ
た
え
て

い
る
。
聖
王
を
直
前
に
「
其
天
之
立

君
、
是
為

百
姓
。
然
則
君
以

百
姓

為

本
。」
と
規
定
し
て
、
こ
の
前
提
に
立
ち
、「
一
人
飢
寒
」

を
、
こ
の
「
君
」
の
「
百
姓
」
を
基
本
と
す
る
本
来
の
為
政
に
あ
る

ま
じ
き
失
政
と
み
な
す
。
そ
の
こ
と
に
思
い
を
致
し
て
、「
責

身
」

と
は
、
直
前
に
規
定
す
る
「
君
」
た
り
得
な
い
失
政
、
欠
格
を
自
責

す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
君
」
で
あ
る
べ
き
本
来
の
自
分
こ

そ
、
ま
さ
に
こ
の
「
身
」
に
当
た
る
。

こ
う
し
て
「
民
」「
百
姓
」
は
そ
れ
に
そ
く
し
た
「
課
口
」「
不
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課
」、
ま
た
あ
る
い
は
「
皇
親
」「
癈
疾
」
な
ど
と
い
っ
た
「
身
」
で

あ
り
、「
聖
王
」「
君
」
に
も
「
身
」
が
あ
る
と
い
う
こ
の
あ
り
か
た

に
通
じ
る
の
が
、
真
間
の
娘
子
の
ば
あ
い
、
く
だ
ん
の
「
身
を
た
な

知
り
て
」
の
「
身
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
身
を
た
な
知
り
て
」

そ
の
挙
げ
句
に
自
死
を
選
択
し
た
以
上
、
こ
の
「
身
」
の
内
実
が
そ

こ
に
深
く
か
か
わ
る
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。
そ
し
て
、
げ
ん
に
、

虫
麻
呂
は
そ
れ
を
確
か
に
歌
に
詠
み
込
ん
で
い
る
。

四
、
真
間
娘
子
は
「
婢
」
か

そ
の
長
歌
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
段
落
に
分
け
た
な
か
の

２
）娘

子
の
特
質
が
「
身
」
に
関
連
す
る
。
ま
ず
は
そ
の
着
衣
だ
が
、「
麻あさ

衣ぎぬ
」
の
上
着
に
、
裳も
で
さ
え
「
ひ
た
さ
麻を
を
裳
に
は
織
り
服き
て
」
と

い
う
麻
だ
け
で
み
ず
か
ら
織
っ
た
も
の
を
着
て
い
る
。「
麻
衣
」
じ

た
い
、
た
と
え
ば
「
大おほ
殿との
を
振
り
放さ
け
見
れ
ば

白
た
へ
に
飾
り
奉まつ

り
て

う
ち
ひ
さ
す
宮
の
舎
人
と
ね
り

も

た
へ
の
ほ
の
麻あさ
衣ぎぬ
服け
れ
ば
」

（
13
・
三
三
二
四
）、「
吾
が
大おほ
王きみ
皇み
子こ
の
御み
門かど
を
、
神かむ
宮みや
に
装よ
束そ
ひ

奉
り
て

使
は
し
し
御
門
の
人
も

白
妙
の
麻あさ
衣ごろも
著き
て
」（
２
・
一

九
六
）
と
い
う
喪
服
に
当
て
、「
素
服
」（
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
、
允

恭
天
皇
四
十
二
年
正
月
。
古
訓
「
あ
さ
の
み
そ
」「
あ
さ
き
ぬ
」）
と

も
言
う
。
さ
ら
に
ひ
ろ
く
は
、
山
上
憶
良
の
「
貧
窮
問
答
歌
」

（
５
・
八
九
二
）
の
な
か
に
貧
者
の
さ
ま
を
表
現
し
た
「
寒
く
し
あ

れ
ば
麻あさ
衾ぶすまひ
き
か
が
ふ
り
」
と
い
う
「
麻
衾
」、
あ
る
い
は
足
柄
の

坂
に
行
き
倒
れ
た
死
人
を
詠
む
「
小を
垣かき
内つ
の
麻
を
ひ
き
干
し

妹
な

ね
が
作
り
服き
せ
け
む

白しろ
細たへ
の
紐ひも
を
解
か
ず
（
中
略
）
和にき
霊たへ
の
服ころも寒

ら
に

烏ぬば
玉たま
の
髪
は
乱
れ
て
（
中
略
）
此こ
間こ
に
こや

せ
る
」（
９
・
一

八
〇
〇
）
と
い
う
麻
紐
な
ど
も
あ
り
、
手
作
り
の
粗
末
な
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
。
こ
の
「
麻
衣
」
に
対
し
、「
ひ
た
さ
麻
を
裳
に
は
織
り
服

て
」
と
い
う
表
現
全
体
に
い
わ
ば
清
貧
を
強
調
す
る
意
味
あ
い
が
色

濃
い
。
し
か
し
こ
れ
に
続
く
「
髪
だ
に
も
掻
き
は
梳けづ
ら
ず

履くつ
を
だ

に
著は
か
ず
行
け
ど
も
」
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
そ
う
し
た
外
見
の
好

ま
し
い
娘
子
像
は
見
出
し
が
た
い
。

い
う
な
れ
ば
髪
を
振
り
乱
し
、
裸
足
で
歩
く
と
い
う
こ
の
姿
は
、

異
様
と
い
う
ほ
か
な
い
。
特
別
な
機
会
あ
る
い
は
目
的
ゆ
え
に
あ
え

て
そ
の
な
り
ふ
り
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
そ
れ
を

娘
子
の
日
常
な
い
し
普
通
の
外
見
と
み
る
ほ
か
な
く
、
こ
れ
に
対
応

す
る
の
が
、
す
な
わ
ち
反
歌
で
あ
る
。
虫
麻
呂
が
真
間
の
井
を
見
て

思
い
を
は
せ
た
「
立
ち
平な
ら
し
水
く

ま
し
け
む
」
と
い
う
一
節
は
、

そ
れ
が
虫
麻
呂
の
娘
子
に
寄
せ
る
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
だ
け
に
、
言
い

換
え
れ
ば
伝
承
の
事
実
と
し
て
虫
麻
呂
の
脳
裡
に
浮
か
べ
る
実
像
に

近
く
、
異
様
な
外
見
を
う
た
っ
た
あ
の
長
歌
の
一
節
と
う
ち
合
い
、

関
係
と
し
て
は
そ
れ
を
ひ
き
継
ぐ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
節
を
め
ぐ
っ

て
は
、
た
と
え
ば
「
彼
女
が
労
働
に
い
そ
し
ん
だ
、
つ
ま
し
い
女
性

で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。」（
前
述
錦
織
氏
）
な
ど
と
い
っ

た
見
解
が
代
弁
す
る
働
き
者
の
女
性
像
に
傾
き
が
ち
だ
け
れ
ど
も
、
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井
の
辺
り
を
立
ち
（
踏
み
）
な
ら
す
ほ
ど
に
水
を
汲
ん
だ
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は
、
水
汲
み
を
つ
と
め
と
す
る
こ
と
に
容
易
に
つ
な
が
る
。

そ
の
実
際
の
例
を
、
古
事
記
（
上
巻
、
海
わたつみの

神かみ
の
宮
訪
問
条
）
が

「
爾
海
神
之
女
、
豊
玉
毘
売
之
従
婢
将

酌

水
之
時
（
中
略
）
爾
火

遠
理
命
見

其
婢
、
乞
欲

得

水
。
婢○
乃
酌

水
。」
と
つ
た
え
て
い

る
。
こ
の
海
わたつみの

宮みや
の
豊とよ
玉たま
毘び
売め
に
仕
え
て
水
を
酌
む
侍
女
で
さ
え
、

「
婢
」（
ち
な
み
に
、
神
代
紀
下
で
は
「
侍
女
」）
こ
そ
が
、
水
酌
み

を
つ
と
め
と
す
る
も
の
の
行
為
に
相
応
し
い
表
現
と
し
て
採
用
し
た

は
ず
で
あ
る
。
真
間
娘
子
の
ば
あ
い
、
こ
の
水
汲
み
に
、
長
歌
に
う

た
う
髪
を
振
り
乱
し
、
裸
足
で
歩
く
と
い
う
外
見
が
対
応
す
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
、
古
事
記
の
つ
た
え
る
「
婢
」
に
、
無
限
定

に
依
拠
す
べ
き
で
は
な
い
。
翻
っ
て
律
令
に
は
、「
婢
」
に
つ
い
て

細
か
く
定
め
た
条
文
が
あ
る
。

五
、
賤
民
の
「
身
」
と
そ
の
自
死

た
だ
し
、「
婢
」
の
関
連
規
定
に
及
べ
ば
、
論
の
拡
散
は
免
れ
が

た
い
。
そ
こ
で
前
掲

４
）男
ど
も
の
騒
ぎ
立
て
に
関
連
し
て
、
そ
れ

を
受
け
る
娘
子
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
に
、
律
令
で
は
「
戸
令
」

（
既
掲
）
に
関
連
規
定
が
あ
る
。
そ
の
条
文
と
、
こ
れ
に
加
え
た
日

本
思
想
大
系
『
律
令
』（
既
掲
）
の
「
補
注
」
の
解
説
の
う
ち
か
ら

該
当
す
る
一
節
と
を
次
に
抜
き
出
し
て
示
す
。

35

凡
陵
戸
、
官
戸
、
家
人
、
公
私
奴
婢
、
皆
当
色
為

婚
。

「
補
注
」
35
ａ

養
老
戸
令
に
よ
れ
ば
、
賤
民
は
、
陵

戸
・
官
戸
・
官
奴
婢
（
公
奴
婢
）・
家
人
・
私
奴
婢
の

五
種
に
分
け
ら
れ
、
五
色
の
賤
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
賤
民
内
部
の
身
分
上
の
区
分
は
、

厳
密
に
維
持
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
い
わ

ゆ
る
当
色
婚
、
す
な
わ
ち
同
種
の
賤
民
の
間
の
通
婚
だ

け
を
認
め
る
こ
の
条
が
お
か
れ
た
。

同
35
ｄ

奴
婢
は
、「
奴
婢
各
同

資
材

」（
賊
盗
１
疏
）

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
法
的
性
格
は
基
本
的
に
は

「
物
」
と
同
じ
で
あ
り
（
中
略
）、
殆
ど
牛
馬
な
み
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。
主
人
を
異
に
す
る
奴
と
婢
の
間
の

子
が
婢
の
主
人
に
帰
属
す
る
の
も
、
畜
産
と
同
じ
扱
い

で
あ
っ
た
。
主
人
は
意
の
ま
ま
に
奴
婢
を
売
買
し
（
関

市
16
）、
財
産
と
し
て
分
割
す
る
（
戸
令
23
）
こ
と
が

で
き
た
。（
中
略
）
ま
た
奴
婢
の
結
婚
は
主
人
の
意
の

ま
ま
で
、
夫
婦
や
親
子
を
離
し
て
別
々
に
売
る
こ
と
も

で
き
た
。

42

凡
官
戸
、
陵
戸
、
家
人
、
公
私
奴
婢
、
与

良
人

為

夫

妻
、
所

生
男
女
、
不

知

情
者
、
従

良
。
皆
離
之
。

「
補
注
」
42

良
賤
間
の
通
婚
は
、
律
令
の
禁
ず
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
戸
婚
律
42
43
逸
文
に
そ
の
違
反
の
処
罰
規

定
を
お
く
。（
中
略
）
律
令
は
良
賤
間
の
子
を
賤
と
す
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る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
、
そ
の
例
外
規
定
と
し
て

本
条
を
置
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
頭
注
）
皆
離
之
｜
知
情
と
不
知
情
と
を
論
ぜ
ず
、
み
な

離
婚
さ
せ
る
。

こ
の
律
令
の
規
定
や
条
文
に
関
連
す
る
一
節
を
、
日
本
書
紀
（
孝
徳

天
皇
大
化
元
年
八
月
条
）
が
つ
た
え
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
「
家

人
」
に
は
一
切
言
及
が
な
い
こ
と
を
も
と
に
、「
補
注
」
の
「
40
家

人
」
の
項
に
「
律
令
制
定
以
前
の
日
本
で
は
、
賤
民
的
な
身
分
が
存

在
し
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
制
度
で
は
な
く
、
家
人
と

奴
婢
に
相
当
す
る
二
つ
の
賤
民
身
分
が
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た

こ
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
大
化
の
と
き
の
賤
民
身
分
も
奴
婢

だ
け
で
あ
っ
た
。」
と
指
摘
し
て
も
い
る
。

こ
の
解
説
の
と
お
り
「
大
化
の
と
き
の
賤
民
身
分
も
奴
婢
だ
け
で

あ
っ
た
。」
と
す
れ
ば
、
奴
婢
の
存
在
は
律
令
制
定
以
前
に
遡
る
。

そ
の
律
令
の
各
条
に
規
定
す
る
あ
り
か
た
が
、
従
前
の
論
述
を
こ
こ

に
引
き
あ
い
に
出
せ
ば
、
ま
さ
に
奴
婢
の
「
身
」
に
相
当
す
る
。

「
良
賤
間
の
通
婚
は
、
律
令
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
り
」（「
補
注
」

42
）、
結
婚
し
た
と
し
て
も
「
知
情
と
不
知
情
と
を
論
ぜ
ず
、
み
な

離
婚
さ
せ
る
。」（
頭
注
）
と
規
定
す
る
以
上
、
婢
に
良
民
と
の
結
婚

の
自
由
は
あ
り
得
な
い
。
律
令
官
人
の
虫
麻
呂
が
こ
の
規
定
を
知
ら

な
い
こ
と
も
、
恐
ら
く
経
歴
（
井
村
哲
夫
氏
『
憶
良
・
虫
麻
呂
と
天

平
歌
壇
』
82
頁
以
下
。
一
九
九
七
年
五
月
。
塙
書
房
）
に
照
ら
し
て

考
え
が
た
い
。
し
か
し
た
と
え
内
容
の
詳
細
は
知
ら
な
く
て
も
、
律

令
が
厳
し
く
規
定
す
る
よ
う
な
良
賤
間
の
区
分
、
す
な
わ
ち
差
別
が

社
会
的
に
存
在
し
て
い
た
以
上
、
虫
麻
呂
が
そ
れ
を
見
聞
き
し
た
こ

と
は
ゆ
う
に
あ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。

真
間
娘
子
を
こ
の
婢
と
み
な
す
べ
き
直
接
の
裏
付
け
の
な
い
な
か

で
、
そ
れ
で
も
前
述
の
異
様
な
外
見
や
水
汲
み
の
仕
事
な
ど
を
状
況

証
拠
と
す
れ
ば
、
婢
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も

賤
民
に
類
す
る
身
分
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
身
」
が
こ
の
女
性
の
本
性

で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
実
際
に
は
、
そ
う
し
た
「
身
」
の
女
性

と
し
て
造
形
す
る
上
に
、
外
見
や
仕
事
を
そ
れ
に
相
応
し
く
虫
麻
呂

が
表
現
を
こ
ら
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
４
）男
ど
も
の
騒

ぎ
立
て
も
、
当
然
こ
れ
に
つ
な
が
る
。「
夏
虫
の
火
に
入
る
が
如

水
門
入
り
に
船
こ
ぐ
如
く
」
は
、「
火
」「
水
門
」
い
ず
れ
も
、
比
喩

表
現
の
上
で
は
直
前
の

３
）に
「
望
月
の
満た
れ
る
面おも
わ
に

花
の
如ごと

咲ゑ
み
て
立
て
れ
ば
」
と
い
う
娘
子
に
あ
た
り
、
そ
れ
に
ひ
き
寄
せ
ら

れ
る
こ
と
を
い
う
。
直
後
の
「
帰ゆ
き
か
ぐ
れ
」
を
、
原
文
が
「
帰
香

具
礼
」
と
表
記
す
る
こ
と
も
、
そ
こ
に
帰
す
る
、
い
わ
ば
殺
到
す
る

と
い
っ
た
意
味
を
含
む
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。

問
題
は
、
し
か
し
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、「
か
ぐ
れ
」

じ
た
い
は
定
説
を
見
な
い
け
れ
ど
、「
人
の
言
ふ
時
」
に
、
た
と
え

ば
「
垣かき
廬ほ
な
す
人
は
云
へ
ど
も

狛こま
錦にしき

紐
解
き
開あ
け
し
公きみ
な
ら

な
く
に
」（
11
・
二
四
〇
五
）
と
い
う
世
間
の
噂
を
表
す
例
が
あ
り
、
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当
該
歌
の
直
後
に
続
く
同
じ
虫
麻
呂
歌
の

四
）「
見

菟
原
処
女
墓

歌
一
首
」（
９
・
一
八
〇
九
）
の
、「
垣
廬
な
す
人
の
誂と
ふ
時
」
と
は

恐
ら
く
虫
麻
呂
じ
し
ん
が
使
い
わ
け
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、「
男

た
ち
が
言
い
騒
ぐ
時
」（
前
掲
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
⑵
』

の
口
訳
）
な
ど
と
訳
を
施
す
こ
と
も
、
当
然
あ
り
得
る
。（
３
）に
表

現
し
た
そ
れ
こ
そ
魅
力
的
か
つ
挑
発
的
な
娘
子
を
、
さ
な
が
ら
ア
イ

ド
ル
視
し
て
口
の
端
に
の
せ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
は
、
ま
し

て
求
婚
と
い
う
段
階
に
は
踏
み
出
さ
な
い
。
そ
の
押
し
と
ど
め
る
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
娘
子
じ
し
ん
の
「
身
」
を
そ
れ
に
想
定
す
る

の
が
自
然
で
あ
る
。

３
）の
表
す
行
動
は
、
だ
か
ら
娘
子
の
精
一
杯

の
思
い
を
込
め
た
そ
れ
は
そ
れ
で
愛
想
の
意
味
あ
い
が
つ
よ
い
。

群
が
る
男
た
ち
の
心
な
い
は
や
し
立
て
は
、
娘
子
を
傷
つ
け
ず
に

は
置
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
所
詮
は
「
身
」
を
異
に
す
る
と
い
う

自
覚
が
、「
人
の
言
」
の
騒
々
し
さ
に
つ
れ
、
そ
れ
だ
け
痛
く
お
の

れ
自
身
に
向
か
う
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
そ
の
「
身
」
に
伴
う
い
か

ん
と
も
な
し
得
な
い
身
分
、
境
涯
、
生
活
な
ど
の
も
ろ
も
ろ
と
、
と

り
わ
け
将
来
を
思
え
ば
こ
そ
、
生
き
る
こ
と
自
体
に
意
味
を
失
う
こ

と
も
、
こ
れ
ま
た
必
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
内
面

の
展
開
を
、「
身
を
た
な
知
り
て
」
は
折
り
込
む
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
結
果
み
ず
か
ら
選
び
と
っ
た
自
死
に
、
虫
麻
呂
は
「
な
に
す
と

か
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
し
か
し
「
身
を
た
な
知
り
て
」

を
そ
の
理
由
と
し
て
示
す
以
上
、「
早
ま
っ
て
死
な
な
く
て
も
ど
う

せ
人
生
は
短
い
の
に
。
女
主
人
公
が
入
水
自
殺
し
た
こ
と
に
対
す
る

作
者
の
批
評
の
句
」（
前
掲
日
本
古
典
文
学
全
集
の
当
該
頭
注
）
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
身
を
た
な
知
り
て
」
自
死
を
選
択
す
る
ほ
か
な

か
っ
た
そ
の
こ
と
を
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
批
評
し
た

も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
ま
た
同
時
に
、
内
面
の
真

実
と
も
い
う
べ
き
「
身
を
た
な
知
り
て
」
の
も
つ
意
味
の
重
さ
を
浮

か
び
上
ら
せ
て
も
い
る
。

六
、
浦
嶋
子
歌
を
貫
く
「
家
」

と
こ
ろ
で
、
虫
麻
呂
が
加
え
た
批
評
の

５
）「
い
く
ば
く
も
生
け

ら
じ
も
の
を
」
に
表
現
を
含
め
対
応
す
る
一
句
を
、

二
）「
詠

水

江
浦
嶋
子

」
の
長
歌
が
詠
み
込
ん
で
い
る
。
真
間
娘
子
の
ば
あ
い

と
同
様
、
こ
の
一
句
が
長
歌
の
要
に
立
つ
。
構
成
の
上
で
も
、
こ
の

句
を
境
に
前
後
で
内
容
、
表
現
と
も
大
き
く
異
な
る
。
真
間
娘
子
歌

に
施
し
た
と
同
じ
よ
う
に
段
落
分
け
を
次
に
試
み
る
。

１
）

伝
説
へ
の
導
入

春
の
日
の
霞
め
る
時
に

墨すみの吉え
の
岸
に
出
で
居
て

釣つり
船ぶね
の
と

を
ら
ふ
見
れ
ば

古
いにしへの

事
そ
念おも
ほ
ゆ
る

２
）

浦
嶋
子
の
特
質

水みづの江え
の
浦うら
嶋しま
子のこ
が

堅かつ
魚を
釣
り
鯛たひ
釣
り
矜ほこ
り

七
日
ま
で
家
に

も
来こ
ず
て

海うな
界さか
を
過
ぎ
て
榜こ
ぎ
行
く
に

３
）

浦
嶋
子
の
邂
逅
、
転
換
の
契
機
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海わた
若つみ
の
神
の
女むすめに

邂
たまさかに

い
こ
ぎ
むか

ひ

あ
ひ
誂とぶ
ら
ひ
言こと
成
り

し
か
ば

４
）

神
女
の
導
く
仙
界
で
の
同
居

か
き
結
び
常とこ
世よ
に
至
り

海
若
の
神
の
宮
の

内
の
隔へ
の
細たへ
な

る
殿
に

携
たづさはり

二
人
入
り
居
て

５
）

虫
麻
呂
の
批
評

耆おい
も
せ
ず
死しに
も
せ
ず
し
て

永なが
き
世
に
あ
り
け
る
も
の
を

六
）

浦
嶋
子
の
告
言
（
帰
家
・
再
来
）

世よの
間なか
の
愚おろか
人ひと
の

吾わぎ
妹も
児こ
に
告つ
げ
て
語
ら
く
「
須しま
しく

は
家
に

帰
り
て

父
母
に
事
も
告かた
ら
ひ

明あ
日す
の
ご
と
吾
は
来き
な
む
」

と

言
ひ
け
れ
ば
、

七
）

神
女
の
応
答
と
課
禁

妹
の
答い
へ
ら
く
「
常とこ
世よ
辺へ
に
復また
か
へ
り
来
て

今
の
ご
と
相あ
は

む
と
な
ら
ば

此こ
の
篋くしげ
開ひら
く
な
勤ゆめ
」
と

そ
こ
ら
く
に
堅
め

し
事
を

八
）

浦
嶋
子
の
不
審
と
破
禁

墨
江
に
還かへ
り
来きた
り
て

家
見
れ
ど
宅いへ
も
見
か
ね
て

里
見
れ
ど

里
も
見
か
ね
て

恠あや
し
み
と
そ
こ
に
念
は
く
「
家
ゆ
出
で
て
三

歳みとせの
間
に

墻かき
も
無
く
家
滅う
せ
め
や
」
と

「
此
の
筥はこ
を
開
き

て
見
て
ば

本もと
の
ご
と
家
は
有
ら
む
」
と

玉たま
篋くしげ
少すこ
し
披ひら
く

に

九
）

神
女
の
離
去
と
浦
嶋
子
の
老
死

白
雲
の
箱
よ
り
出
で
て

常
世
辺
に
棚
引
き
ぬ
れ
ば

立
ち
走

り
叫
び
袖
振
り

反こい
側まろ
び
足
ず
り
し
つ
つ
たちまちに

情こころ消け
失う
せ
ぬ

若
か
り
し
皮はだ
も
皺しわ
み
ぬ

黒
か
り
し
髪
も
白し
斑ら
け
ぬ

ゆ
な
ゆ

な
は
気いき
さ
へ
絶た
え
て

後のち
遂つひ
に
寿いのち
死
に
け
る

十
）

現
実
へ
の
回
帰

水
江
の
浦
嶋
子
が

家いへ
地どころ
見
ゆ

反
歌

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を

剣つるぎ
刀たち
己な
が
心
か
ら

お
そ
や

是
の
君

右
の
段
落
分
け
は
、
内
容
に
そ
く
し
て
い
く
ぶ
ん
細
分
化
し
て
い
る
。

構
成
上
は
、
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。（
１
）以
下

５
）ま

で
は
、
前
述
し
た
真
間
娘
子
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
展
開
か
ら
成
る
。
伝
説

の
筋
を
追
っ
た
展
開
を
基
調
と
す
る
。
そ
し
て

５
）「
虫
麻
呂
の
批

評
」
が
、
こ
の

４
）ま
で
で
は
な
く
、

六
）以
降
を
対
象
と
す
る
点

も
、
娘
子
歌
と
全
く
同
じ
だ
か
ら
、
そ
の
批
評
の
文
言
を
含
め
、
両

歌
は
明
ら
か
に
あ
い
通
じ
る
。

こ
の
浦
嶋
子
歌
を
構
成
の
上
か
ら
特
徴
づ
け
る
の
が
、
こ
の
批
評

の
「
耆
も
せ
ず
死
も
せ
ず
し
て

永
き
世
に
あ
り
け
る
も
の
を
」
と

い
う
反
実
仮
想
に
よ
っ
て
表
現
し
た
内
容
の
そ
の
「
実
」
に
あ
た
る

伝
説
上
の
事
実
を
う
た
う

六
）以
下
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
一
転

し
て
会
話
や
心
中
表
白
を
中
心
に
展
開
す
る
。
さ
な
が
ら
登
場
人
物
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の
内
面
に
光
を
当
て
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
い
わ
ば
内
面
の
真
実
を
め

ぐ
っ
て
、
浦
嶋
子
と
神
女
と
が
た
が
い
に
本
音
を
語
り
あ
う
ほ
か
、

八
）に
、
浦
嶋
子
じ
し
ん
に
到
底
受
け
い
れ
が
た
い
現
実
に
対
す
る

不
審
と
そ
こ
に
着
想
す
る
対
処
と
を
語
ら
せ
る
。
段
落
分
け
し
た
な

か
で
も
、
こ
こ
が
最
も
多
く
を
占
め
、
力
点
を
こ
こ
に
置
く
。

こ
の

八
）の
な
か
の
核
心
は
と
い
え
ば
、
五
例
も
頻
出
す
る
「
家

（
宅
）」
に
と
ど
め
を
さ
す
。
従
来
も
、
た
と
え
ば
錦
織
浩
文
氏

「
高
橋
虫
麻
呂
の
浦
嶋
伝
説
歌
の
構
図
」（『
萬
葉
』
第
百
三
十
八
号
。

平
成
三
年
三
月
）
が
「『
家
』
の
言
葉
は
、
長
歌
中
に
計
八
回
も
用

い
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
、
浦
嶋
子
の
本
貫
『
住
吉
』
の
『
家
』
を

さ
し
て
い
る
。」
と
指
摘
し
、
続
い
て
「『
家
』
の
言
葉
を
繰
り
返
し

強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
〞
旅
〝
と
い
う
こ
と
を
、
虫
麻
呂
は

強
く
表
現
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。」
と
説
く
。
そ
し
て
当
該
歌

の
冒
頭

２
）か
ら
「
旅
の
型
」
に
は
ま
ら
ず
、
浦
嶋
子
が
旅
立
ち
の

準
備
を
一
切
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
再
び
『
住
吉
』
の
『
家
』

に
帰
る
こ
と
は
始
め
か
ら
不
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

と
し
た
上
で
、
海
神
の
女
と
い
う
妻
を
得
、
海
神
の
宮
と
い
う
「
理

想
的
な
空
間
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
そ
れ
で

も
浦
嶋
子
は
、『
住
吉
』
の
『
家
』
へ
の
帰
還
を
願
い
始
め
る
。」
と

い
う
浦
嶋
子
を
「
世
間
の
愚
か
人
」
と
う
た
う
こ
と
や
、
さ
ら
に
後

の
老
死
に
至
る
展
開
な
ど
を
押
さ
え
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

つ
ま
り
虫
麻
呂
は
、
長
歌
に
お
い
て
浦
嶋
子
に
と
っ
て
の
「
住

吉
」
の
「
家
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
反
歌
に
お
い

て
、
浦
嶋
子
は
い
っ
そ
「
常
世
」
の
「
海
神
の
神
の
宮
」
を
わ

が
家
と
し
て
住
め
ば
良
か
っ
た
も
の
を
、
と
い
う
独
自
な
考
え

を
う
ち
出
そ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。（
58
頁
）

錦
織
説
の
「
家
」
に
関
連
し
た
言
及
を
中
心
に
引
用
し
た
け
れ
ど
も
、

こ
の
「
家
」
に
着
目
し
た
錦
織
説
を
評
価
す
る
の
が
、
大
久
保
廣
行

氏
「
高
橋
虫
麻
呂
の
世
界

水
江
浦
島
子
詠
を
通
し
て

」

（『
万
葉
集
研
究
』
第
二
十
三
集
。
平
成
十
一
年
十
一
月
）
で
あ
る
。

錦
織
説
を
採
り
あ
げ
た
一
節
も
あ
り
、
そ
れ
を
次
に
引
用
す
る
。

錦
織
浩
文
氏
は
、
伊
藤
博
氏
の
指
摘
さ
れ
る
「
家
」
と
「
旅
」

と
の
対
比
表
現
（「
古
代
和
歌
と
異
郷
」『
万
葉
集
の
い
の
ち
』）

が
当
該
歌
の
構
想
の
布
石
と
し
て
あ
る
と
見
て
、

そ
の
構
想
と
は
、
浦
嶋
子
は
「
常
世
」
の
「
海
神
の
宮
」

を
家
と
し
て
住
む
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
に
基
づ
い

て
、「
常
世
」
か
ら
帰
っ
て
き
た
浦
嶋
子
を
、
よ
り
批
判

的
に
う
た
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

と
注
目
す
べ
き
結
論
を
得
ら
れ
た
（
前
掲
『
万
葉
』
所
掲
論
文

の
注
記
）。
長
歌
の
前
半
（
三
分
の
一
強
）
に
早
く
も
伏
線
的

に
「
愚
人
」
と
示
し
た
こ
と
は
、
後
半
部
は
そ
の
愚
か
ぶ
り
を

描
い
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
反
歌
で
再
び
「
鈍
」
を
強
調
し
た

こ
と
は
、
そ
の
所
以
が
一
編
の
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る

も
の
だ
ろ
う
。（
220
頁
）
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錦
織
説
を
引
用
し
た
上
で
、
そ
こ
に
説
く
浦
嶋
子
が
「
海
神
の
宮
」

を
「
家
」
と
し
て
住
む
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
帰
還
し
た
こ
と
を
批
判

的
に
う
た
う
こ
と
に
虫
麻
呂
の
「
構
想
」
が
あ
っ
た
と
す
る
論
を
発

展
さ
せ
、
浦
嶋
子
の
「
愚
か
ぶ
り
」（
長
歌
後
半
部
）「
鈍
」（
反
歌
）

を
強
調
し
た
こ
と
に
、
大
久
保
説
は
「
一
編
の
主
題
」
を
み
る
。
さ

ら
に
こ
の
「
愚
」
と
「
鈍
」
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
同
義
語
と
み
な

し
、「
そ
れ
は
再
び
常
世
に
住
む
こ
と
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
に

向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

と
説
く
。
そ
の
錦
織
氏
に
は
、
別
に
「
水
江
の
浦
島
子
を
詠
む
歌
」

（
前
掲
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
第
七
巻
）
と
題
す
る
論
考
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、「
旅
」
に
は
言
及
が
な
い
も
の
の
、「
海
神
の
神
の

宮
」
を
「
妻
と
住
む
べ
き
新
た
な
家
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
」

と
み
な
し
、「
虫
麻
呂
は
、
こ
の
点
を
採
り
上
げ
て
、『
常
世
辺
に
住

む
べ
き
も
の
を
』
と
い
う
考
え
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ

る
。」（
202
頁
）
と
前
掲
論
考
に
た
ぐ
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

七
、「
家
」
の
呪
縛
、「
世
間
の
愚
人
」

先
行
研
究
の
一
端
を
挙
げ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
も
は

や
虫
麻
呂
が
当
該
伝
説
歌
を
「
創
作
」（
錦
織
説
。
前
掲
『
万
葉
』

65
頁
）
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
「
家
」
を
基
軸

に
展
開
す
る
か
た
ち
を
と
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
疑
い
を
容
れ
な
い
。

問
題
は
、
そ
の
「
創
作
」
の
内
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
さ
き
の
行
論
に

た
ち
戻
る
と
し
て
、
段
落
分
け
し
た
な
か
で
は
、

八
）に
「
家
」
を

し
き
り
に
使
う
。「
旅
」
と
は
関
連
な
く
、「
家
」
そ
の
も
の
に
明
ら

か
に
主
眼
を
置
く
。

墨
江
に
還
っ
て
以
降
、
浦
嶋
子
は
「
家
」
以
外
に
関
心
を
寄
せ
な

い
。
こ
こ
に
「
丹
後
国
風
土
記
逸
文
」
の
つ
た
え
る
「
浦
嶼
子
」

（
こ
の
内
容
、
成
立
、
神
代
紀
第
十
段
と
の
関
連
な
ど
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
拙
著
『
古
代
神
話
の
文
献
学
』
第
七
章
「
海
幸
山
幸
を
め

ぐ
る
所
伝
の
相
関
」
参
照
。
二
〇
一
八
年
三
月
。
塙
書
房
）
の
対
応

す
る
記
述
を
参
照
し
て
み
る
に
、
帰
還
後
に
「
人
物
遷
易
」
し
た
村

を
眺
め
、
出
会
っ
た
郷
人
と
の
問
答
を
「
爰
問

郷
人

曰
、
水
江

浦
島
子
之
家
人
、
今
在

何
処
。
郷
人
答
曰
、
君
何
処
人
、
問

旧
遠

人

乎
。」
と
つ
た
え
る
。
も
と
の
世
界
に
戻
れ
ば
、
こ
の
「
家
人
」

の
消
息
、
安
否
、
所
在
な
ど
こ
そ
、
当
然
、
な
に
を
措
い
て
も
知
り

た
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
「
此
の
筥
を
開
き
て
見
れ
ば

本

の
ご
と
家
は
有
ら
む
」
と
い
う
玉
篋
を
開
け
る
場
面
で
も
、「
逸
文
」

は
「
雖

廻

郷
里
、
不

会

一
親
、
既
逕

旬
日
。
乃
撫

玉
匣

而

感

思
神
女
。
於

是
、
嶋
子
忘

前
日
期
、
忽
開

玉
匣
。」
と
い
う

よ
う
に
神
女
を
思
え
ば
こ
そ
、
玉
匣
を
開
け
る
。

「
家
」
に
寄
せ
る
浦
嶋
子
の
異
常
な
関
心
は
、「
家
人
」
な
ど
を

そ
こ
に
一
切
含
ま
な
い
だ
け
に
、
と
り
わ
け
際
立
つ
。
た
だ
、

六
）

「
浦
嶋
子
の
告
言
（
帰
家
・
再
来
）」
と
い
う
神
女
に
告
げ
た
な
か

に
は
、
確
か
に
「
須

は
家
に
帰
り
て

父
母
に
事
も
告
ら
ひ

明
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日
の
ご
と
吾
は
来
な
む
」
と
両
親
を
挙
げ
て
い
る
。
一
見
す
る
限
り
、

こ
れ
は
「
逸
文
」
に
「
所

望
、

還

本
俗
、
奉

拝

二
親

」
と

い
う
嶼
子
が
女
娘
に
語
っ
た
内
容
に
ほ
ぼ
重
な
る
。
そ
れ
に
疑
い
を

さ
し
挟
む
余
地
な
ど
な
い
が
、
恐
ら
く
「
家
に
帰
り
て
」
だ
け
で
は

神
女
を
説
得
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
な
ど
の
配
慮
が
そ
こ
に
は
た

ら
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
家
に
帰
り
て

父
母
に
事
も
告
ら

ひ
」
と
い
う
表
現
は
、「
家
」
に
「
父
母
」
以
外
の
た
と
え
ば
妻
子

な
ど
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
身
軽
が
「
明
日
の
ご

と
吾
は
来
な
む
」
を
ひ
き
出
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
や
は
り
儒
教
の

徳
目
の
上
で
は
な
ん
人
も
遵
守
・
実
践
す
べ
き
孝
に
か
か
わ
り
、
神

女
も
、
こ
れ
に
は
抗
い
得
な
い
な
ど
と
い
っ
た
、
浦
嶋
子
の
帰
還
を

導
く
上
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
言
説
（
い
わ
ば
殺
し
文
句
）
と
し

て
、
虫
麻
呂
は
あ
え
て
残
し
た
に
相
違
な
い
。

そ
う
し
て
帰
還
を
導
く
た
め
だ
け
に
そ
の
意
味
・
役
割
を
限
定
し

て
い
れ
ば
こ
そ
、

八
）は
一
切
「
父
母
」
を
そ
こ
に
か
ら
め
な
か
っ

た
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
浦
嶋
子
を
「
家
」
に
つ
な
げ
な
が
ら
、

そ
こ
に
家
族
な
ど
を
基
本
的
に
は
関
連
さ
せ
な
い
あ
り
か
た
は
、
実

は

２
）「
浦
嶋
子
の
特
質
」
に
始
ま
る
。
こ
こ
に
「
堅
魚
釣
り
鯛
釣

り
矜
り

七
日
ま
で
家
に
も
来
ず
て
」
と
は
、
普
段
は
得
が
た
い
魚

の
豊
漁
に
有
頂
天
と
な
る
あ
ま
り
、
七
日
も
家
に
帰
ら
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
間
に
「
父
母
」
は
一
切
気
に
も
懸
け
な
い
。

こ
れ
を
ひ
き
継
ぐ
の
が
、
前
述
の
と
お
り

八
）の
「
家
ゆ
出
で
て
三

歳
の
間
に

墻
も
無
く
家
滅
せ
め
や
」
と
い
う
不
審
で
あ
る
。「
父

母
」
の
安
否
は
お
ろ
か
、
そ
の
存
在
さ
え
頭
に
な
い
。

浦
嶋
子
を
こ
う
し
て
「
家
」
に
む
す
び
つ
け
る
に
つ
い
て
は
、
も

ち
ろ
ん
虫
麻
呂
の
意
図
に
出
る
は
ず
だ
か
ら
、

５
）「
虫
麻
呂
の
批

評
」
に
か
か
わ
る
。
念
の
た
め
該
当
す
る
一
節
を
次
に
示
す
。

耆
も
せ
ず
死
も
せ
ず
し
て

永
き
世
に
あ
り
け
る
も
の
を

批
評

世
間
の
愚
人
の

吾
妹
児
に
告
げ
て
語
ら
く
「
須

は
家
に

帰
り
て

父
母
に
事
も
告
ら
ひ

明
日
の
ご
と
吾
は
来
な
む
」

と
言
ひ
け
れ
ば

告
言

墨
江
に
還
り
来
り
て

家
見
れ
ど
宅
も
見
か
ね
て

里
見
れ

ど
里
も
見
か
ね
て

現
実

「
告
言
」
の
「
父
母
」
は
浦
嶋
子
が
こ
と
さ
ら
ひ
き
合
い
に
に
出
し

た
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
父
母
」
が
住
む
に
し
て
も
、
あ
く

ま
で
浦
嶋
子
に
と
っ
て
帰
る
べ
き
本
拠
（
本
貫
）
と
し
て
「
家
」
は

存
在
す
る
。
こ
の
「
家
」
へ
の
帰
還
を
告
げ
る
浦
嶋
子
を
「
世
間
の

愚
人
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
直
前
の
「
批
評
」
を
前
提
と
す
る
。
不

老
不
死
を
得
て
長
生
す
る
は
ず
な
の
に
、「
永
き
世
に
あ
り
け
る
も

の
を
」
と
い
う
反
実
仮
想
の
表
現
の
上
で
は
、
実
際
は
そ
う
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
お
の
ず
か
ら
含
意
す
る
。
そ
の
こ
と
自
体
に
そ
く
し

て
「
世
間
の
愚
人
」
と
称
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
う
な
ら
な
か

っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
原
因
に
そ
く
し
て
そ
う
称
す
る
の
か
、
実
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は
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
先
学
の
研
究
は
、
ほ
ぼ
前
者
を
採
る
。

た
と
え
ば
前
掲
大
久
保
廣
行
氏
論
考
は
、「
反
歌
」
の
「
鈍
や
こ

の
君
」
と
の
対
応
を
も
と
に
「
だ
か
ら
『
愚
』
と
『
鈍
』
は
同
義
語

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
再
び
常
世
に
住
む
こ
と
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ

と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
は
な
か
ろ
う

か
。」（
220
頁
）
と
指
摘
し
た
上
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
を
展
開

す
る
。
少
し
く
長
文
に
わ
た
る
け
れ
ど
も
、
高
く
評
価
す
る
先
行
研

究
に
も
触
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
含
め
て
次
に
引
用
す
る
。

郷
里
の
家
や
父
母
を
思
う
こ
と
が
こ
の
世
に
立
ち
帰
っ
て
さ
ら

に
タ
ブ
ー
を
侵
す
契
機
と
な
り
、
禁
忌
の
侵
犯
と
い
う
決
定
的

行
為
が
理
想
郷
へ
の
帰
還
を
永
遠
に
不
可
能
に
す
る
結
果
を
生

ん
だ
。
か
か
る
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
父
母
や
家
を
絶
ち
切
れ
な

い
の
も
禁
忌
を
破
っ
た
の
も
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を

招
い
た
、
ま
さ
に
愚
鈍
と
し
か
評
し
よ
う
の
な
い
要
因
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
最
終
的
に
は
や
は
り
こ
の
重
大
な
結
果
に
対
す

る
、
聴
き
手
を
も
誘
い
込
ん
だ
共
感
的
感
懐
が
こ
の
「
愚
」
や

「
鈍
」
に
強
く
こ
も
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
そ

も
そ
も
浦
嶋
子
が
愚
た
る
所
以
は
『
海
若
の
神
の
女
』
と
の
約

束
を
破
っ
て
、
再
び
常
世
に
戻
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果

こ
の
世
の
存
在
と
し
て
死
を
免
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。」

と
い
う
、
高
野
正
美
氏
の
明
快
な
指
摘
（「
高
橋
虫
麻
呂
」『
国

語
と
国
文
学
』
第
五
九
巻
第
一
一
号
）
は
、
最
も
正
鵠
を
射
た

も
の
だ
ろ
う
。

右
の
一
節
に
い
う
「
聴
き
手
を
も
誘
い
込
ん
だ
共
感
的
感
懐
」
に
つ

い
て
は
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
五
』
の
当
該
歌
の
「
釈
文
」
に
、

「
愚
か
人
」「
お
そ
や
こ
の
君
」
な
ど
の
語
り
手
の
感
想
・
批
評
に

よ
っ
て
「
常
世
辺
に
永
遠
に
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
主
題
が
強

調
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
、
聞
き
手
に
対
し
て
も
、
自
分
が
嶋
子
だ
っ

た
ら
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
の
に
と
い
う
共
感
を
誘
う
こ
と
に
な

る
。」（
136
頁
）
と
説
く
内
容
に
通
じ
る
。

そ
う
し
て
聞
き
手
の
問
題
に
も
わ
た
る
広
汎
な
論
述
を
展
開
し
て

い
る
が
、
こ
の
大
久
保
説
も
集
約
す
れ
ば
、
高
く
評
価
す
る
高
野
説

の
、
愚
た
る
所
以
を
、
再
び
常
世
に
戻
れ
ず
、
結
果
と
し
て
死
を
免

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
論
旨
に
通
う
。
そ
れ
が
ま
た
大
方

の
見
方
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
前
掲
の
と
お
り
「
批
評
」
を
受
け

て
展
開
す
る
告
言
の
主
体
を
「
世
間
の
愚
人
」
と
す
る
以
上
、
こ
の

「
告
言
」
の
内
容
じ
た
い
に
そ
く
し
て
そ
の
主
体
を
「
世
間
の
愚

人
」
と
称
し
た
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。「
告
言
」
の
核
心
を
「
家
」

へ
の
帰
還
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
だ
か
ら
、
こ
の

「
告
言
」
の
「
家
」
へ
の
帰
還
に
そ
く
し
て
、
そ
れ
が
、「
批
評
」

に
仮
想
し
た
不
老
不
死
の
長
生
に
背
く
こ
と
と
し
て
、
そ
の
「
告

言
」
の
主
体
を
「
世
間
の
愚
人
」
と
称
し
た
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
世
間
の
愚
人
」
が
帰
還
後
に
夢
想
だ
に
し
な
か

っ
た
現
実
に
直
面
し
て
、

八
）「
浦
嶋
子
の
不
審
と
破
禁
」
に
「
此
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の
箱
を
開
き
て
見
て
ば

本
の
ご
と
家
は
有
ら
む
」
と
思
っ
た
こ
と

も
、
主
体
を
同
じ
く
す
る
以
上
に
、「
告
言
」
の
内
容
を
思
い
だ
け

に
せ
よ
実
現
す
る
試
み
で
あ
る
以
上
、「
告
言
」
に
お
の
ず
か
ら
一

体
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
神
女
の
課
禁
（
此
の
篋
開
く
な
勤
）
を
、

ま
た
こ
の
思
い
が
破
禁
（
玉
篋
少
し
披
く
）
に
導
く
。

六
）の
「
告

言
」
に
端
を
発
す
る
こ
の
一
連
の
展
開
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
係
式

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

↓
家
へ
の
帰
還
を
告
言

六
）

世
間
の
愚
人

←
（
帰
還
・
不
審
）

↓
家
の
出
現
を
思
う
破
禁

八
）

こ
の
「
世
間
の
愚
人
」
の
行
動
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
老
死
を
将
来
す

る
。

５
）「
虫
麻
呂
の
批
評
」
の
「
耆
も
せ
ず
死
も
せ
ず
し
て

永

き
世
に
あ
り
け
る
も
の
を
」
と
い
う
反
実
仮
想
の
表
現
も
、
こ
の
老

死
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
て
成
り
た
つ
。
仮
に
常
世
に
居
住
し
続
け

て
い
れ
ば
、
そ
こ
は
老
死
が
存
在
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
も
と
よ
り

５
）の
反
実
仮
想
の
表
現
じ
た
い
成
り
た
た
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

帰
還
が
あ
っ
て
始
め
て
そ
の
表
現
は
成
り
た
つ
の
だ
か
ら
、
こ
の
帰

還
に
挙
げ
て
全
て
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

「
愚
」
は
、
端
的
に
は
ま
さ
に
こ
の
「
家
」
へ
の
帰
還
を
指
す
。

八
、「
世
間
の
愚
人
」
と
「
鈍
や
こ
の
君
」、
そ
の
心

こ
の
「
家
」
に
対
す
る
浦
嶋
子
の
ほ
と
ん
ど
執
拗
な
つ
な
が
り
を
、

虫
麻
呂
は
当
該
伝
説
歌
の
構
成
上
の
基
軸
と
す
る
。

八
）「
浦
嶋
子

の
不
審
と
破
禁
」
の
「
家
ゆ
出
で
て
三
歳
の
間
に

墻
も
無
く
家
滅

せ
め
や
と

此
の
筥
を
開
き
て
見
て
ば

本
の
ご
と
家
は
有
ら
む
と

玉たま
篋くしげ少
し
披ひら
く
に
」
に
続
き
、
こ
の
傍
線
部
の
思
い
を
裏
切
る
結

果
を
う
た
う
の
が
、

九
）「
神
女
の
離
去
と
浦
嶋
子
の
老
死
」
で
あ

る
。
こ
れ
の
「
白
雲
の
箱
よ
り
出
で
て

常
世
辺
に
棚
引
き
ぬ
れ
ば

立
ち
走
り
叫
び
袖
振
り

反こひ
側まろ
び
足
ず
り
し
つ
つ
たちまちに

情こころ消け
失う
せ

ぬ
」
と
い
う
ど
こ
に
も
、「
家
」
が
な
い
。
し
か
し
最
後
の
「
情
消

失
せ
ぬ
」
の
そ
の
心
情
を
直
前
ま
で
満
た
し
て
い
た
の
は
、
神
女
で

は
な
く
、
か
の
常
世
か
ら
求
め
続
け
て
き
た
「
家
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
心
情
の
消
失
は
、
お
の
ず
か
ら
こ
の
「
家
」
の
消
滅
を
伴
う
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、

九
）の
一
節
の
冒
頭
「
白
雲
」
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
拙
著
（
前
掲
『
古
代
神
話
の
文
献
学
』「
第
七
章

海
幸
山

幸
を
め
ぐ
る
所
伝
の
相
関
」
の
「
注

９
）」）
に
、「
丹
後
国
風
土
記

逸
文
」
の
「
芳
蘭
之
体
、
率

于
風
雲
、
翩
飛

蒼
天

」
と
い
う

「
芳
蘭
之
体
」
が
神
女
に
当
た
る
と
説
く
と
お
り
、、
神
女
の
本
体

を
そ
れ
は
表
す
。
ま
た
一
方
、「
逸
文
」
の
右
の
一
節
の
直
前
に

「
撫

玉
匣

而
感

思
神
女
。
於

是
、
嶼
子
忘

前
日
期
、
忽
開

玉

匣
。」
と
玉
匣
を
開
く
理
由
と
し
て
神
女
へ
の
思
慕
を
強
調
す
る
か

た
ち
を
と
る
展
開
に
対
し
て
、
前
掲

八
）の
傍
線
部
の
一
節
で
は
、

そ
の
神
女
に
「
家
」
が
当
た
る
と
い
う
以
上
に
、
む
し
ろ
積
極
的
に

「
家
」
を
選
び
と
っ
た
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
う
し
た
展
開
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上
、「
白
雲
」
を
「
女
の
霊
魂
の
化
し
た
も
の
。
だ
か
ら
常
世
の
方

へ
靡
く
。」
『
萬
葉
集
釋
注
五
』「
語
注
」）
と
み
る
べ
き
だ
と
し
て

も
、
そ
れ
の
「
箱
よ
り
出
で
て
常
世
辺
に
棚
引
」
く
光
景
に
は
、
直

前
ま
で
心
情
を
満
た
し
て
い
た
「
家
」
の
消
滅
を
心
底
思
い
知
っ
た

と
い
う
心
の
う
ち
を
投
影
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
関

係
の
上
で
は
、
こ
れ
が
「

に
情
消
失
せ
ぬ
」
に
つ
な
が
る
。

こ
う
し
て
「
家
見
れ
ど
宅
も
見
か
ね
て
」
と
い
う
帰
還
後
に
遭
遇

す
る
事
態
を
、
神
女
の
離
去
が
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
せ
る
「
家
」

の
消
滅
と
い
う
現
実
と
し
て
受
け
容
れ
る
ほ
か
な
い
浦
嶋
子
か
ら
、

も
は
や
生
そ
の
も
の
が
消
え
去
っ
て
い
く
。
こ
の
あ
と
の
老
死
は
、

そ
の
浦
嶋
子
の
必
然
的
な
末
路
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
に
、「
家
」
が
浦
嶋
子
の
い
わ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
当
該
伝
説
歌
の
冒
頭
を
「
堅
魚
釣
り
鯛
釣
り
矜
り

七
日
ま
で
家
に
も
来
ず
て
」
と
う
た
い
出
し
た
そ
の
当
初
か
ら
、
さ

き
の
藤
原
宮
の
役
民
を
う
た
っ
た
歌
に
「
家
忘
れ
身
も
た
な
知
ら

ず
」
と
い
う
一
節
の
「
家
忘
れ
」
を
、
浦
嶋
子
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ

こ
そ
無
自
覚
の
ま
ま
演
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
神
女
と
の
邂
逅
、

常
世
で
の
同
居
と
続
く
な
か
に
そ
れ
を
続
け
て
い
た
そ
の
果
て
に
、

み
ず
か
ら
「
家
ゆ
出
で
て
三
歳
の
間
」

八
）と
回
顧
す
る
と
お
り
、

三
年
経
過
す
る
な
か
に
「
家
忘
れ
」
の
事
態
に
思
い
至
る
。
さ
れ
ば

こ
そ
、
こ
の
「
三
歳
」
も
、
あ
の
「
逸
文
」
が
「
于

時
、
嶼
子
、

遺

旧
俗
、
遊

仙
都
、
既
逕

三
歳
。」
と
外
側
か
ら
客
観
的
な
事
実

と
し
て
表
現
す
る
か
た
ち
と
は
違
い
、
あ
く
ま
で
浦
嶋
子
の
自
覚
・

意
識
に
よ
り
想
到
し
た
時
間
と
し
て
虫
麻
呂
が
こ
と
さ
ら
選
び
と
っ

た
も
の
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。
そ
の
選
び
と
る
上
で
は
、
浦
嶋
子

に
固
有
な
「
家
」
と
の
つ
な
が
り
を
指
標
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
、
律
令
が
そ
の
つ
な
が
り
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
「
戸

令
９
」
の
「
凡
戸
、
皆
五
家
相
保
。」
と
い
う
条
文
に
つ
い
て
、
前

掲
『
律
令
』（
日
本
思
想
大
系
３
）
が
当
該
頭
注
に
「
律
令
で
は
一

家
を
そ
の
ま
ま
一
戸
と
す
る
原
則
だ
っ
た
の
で
、
五
家
は
五
戸
と
同

じ
。」
と
説
く
。
こ
の
戸

家
）の
逃
走
に
関
し
て
、
そ
の
対
処
の
措

置
を
定
め
た
条
文
が
次
の
「
戸
令
10
」
で
あ
る
。

凡
戸
逃
走
者
、
令

五
保
追
訪
。
三
周
不

獲
、
除

帳
、
其
地

還

公
。
未

還
之
間
、
五
保
及
三
等
以
上
親
、
均
分
佃
食
、
租

調
代
輸
。
戸
内
口
逃
者
、
同
戸
代
輸
。
六
年
不

獲
、
亦
除

帳
。

地
准

上
法
。

本
条
文
に
、
會
田
範
治
『
注
解
養
老
令
』

昭
和
三
九
年
三
月
。
有

信
堂
）の
「

２
）」
が
「
戸
の
逃
走
と
は
全
戸
の
逃
走
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
逃
走
を
捜
す
の
は
五
保
の
義
務
で
あ
る
。
も
し
三
年

三
周
）の
う
ち
に
捜
し
得
な
い
と
き
は
、
帳
を
除
き
、
逃
走
戸
の
土

地
は
収
公
す
る
の
で
あ
る
。」、
さ
ら
に
「

４
）」
に
「
戸
内
の
人

が
逃
走
し
た
と
き
は
、
そ
の
戸
の
戸
主
が
逃
走
人
に
代
わ
っ
て
租
調

を
負
担
す
る
の
で
あ
る
。」（
427
、
428
頁
）
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。

い
ま
便
宜
こ
れ
を
参
照
し
て
み
る
に
、
浦
嶋
子
の
「
家
忘
れ
」
は
、
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な
ん
ら
意
図
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
は
、
事
実
上
こ

の
「
逃
走
」
に
当
た
る
。
た
だ
し
、
浦
嶋
子
の
単
独
の
「
逃
走
」
だ

か
ら
、
規
定
は
、「
戸
逃
走
」（
一
家
全
体
）
で
は
な
く
、「
戸
内
口

逃
」
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
令
の
定
め
る
「
逃
走
」
に
対

応
す
る
律
の
規
定
が
あ
る
。
日
本
律
は
残
存
し
な
い
が
、
唐
律

（『
故
唐
律
疏
議
』
巻
第
二
十
八
の
「
捕
亡
461
」
の
疏
議
）
で
は

「『
逃
亡
』
之
罪
、
多
據

闕

課
。
無

課
之
輩
、
責

其
『
浮
遊
』。」

と
い
う
よ
う
に
課
の
有
無
に
よ
っ
て
「
逃
亡
」
と
「
浮
遊
」
を
明
確

に
分
け
る
。
次
条
に
は
、「
諸
非

亡
而
浮

浪
他
所

者
」（
同
462
）

と
い
う
逃
亡
で
は
な
く
他
所
に
浮
浪
す
る
者
に
つ
い
て
も
、「
闕

賦

役

者
、
各
依

亡
法

」
と
い
う
よ
う
に
賦
役
を
闕
け
ば
、「
逃
亡
」

の
法
に
よ
り
罪
を
科
す
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

こ
う
し
て
人
が
律
令
の
も
と
で
生
き
る
上
に
は
、
そ
の
法
の
支
配

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
を
、
上
述
の
と
お
り
「
戸
令
」

は
「
課
口
」
と
「
不
課
」
に
分
け
、
律
が
原
則
的
、
規
範
的
あ
り
か

た
に
そ
く
し
て
「
人
有

課
役

」（
前
掲
「
捕
亡
462
」
の
疏
議
）
と

規
定
す
る
。
こ
の
法
の
外
に
出
た
者
に
つ
い
て
は
、
律
が
処
罰
の
対

象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
令
は
「
凡
戸
、
皆
五
家
相
保
」
と
い
う
相

互
依
存
・
検
察
の
体
制
を
定
め
、
こ
の
五
保
（
家
）
お
よ
び
近
親
者

に
追
訪
や
「
課
口
」
と
し
て
の
義
務
を
代
行
す
る
責
任
を
課
し
、
ま

た
帳
を
除
く
。「
戸
逃
走
」（
一
家
全
体
）
の
「
三
周
不

獲
、
除

帳
」
に
前
掲
『
律
令
』
の
「
補
注
10
Ｃ
」
が
「
計
帳
を
造
る
時
期
に

逃
走
し
て
い
る
こ
と
が
三
回
続
け
ば
、
四
回
目
の
計
帳
か
ら
除
く
意

か
。
除
帳
後
の
最
初
の
造
籍
の
際
に
は
（
戸
令
19
）、
当
該
戸
籍
か

ら
も
除
く
主
旨
で
あ
ろ
う
。」（
533
頁
）
と
説
く
。「
戸
内
口
逃
」（
一

家
の
内
の
者
）
の
ば
あ
い
、「
六
年
不

獲
、
亦
除

帳
。」
と
六
年
を

設
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
説
明
に
「
戸
籍
か
ら
も
除
く
」
と
い

う
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

さ
て
、
浦
嶋
子
を
批
評
し
た
「
世
間
の
愚
人
」
に
は
、
こ
の
「
世

間
」
に
律
令
の
世
を
投
影
す
る
建
前
上
（
冒
頭
の
「
古
の
事
」
じ
た

い
、
雄
略
天
皇
の
時
代
と
い
う
縛
り
を
も
た
な
い
。
真
間
娘
子
歌
の

「
古
昔
に
あ
り
け
る
こ
と
」
も
、
ま
さ
に
伝
説
の
時
に
属
す
る
。）、

右
の
よ
う
に
そ
の
法
の
縛
り
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
る
世
の
人
と
し

て
の
意
味
あ
い
が
強
い
。「
三
周
六
年
」
の
制
に
よ
り
除
籍
さ
れ
て

し
ま
え
ば
、
こ
の
「
世
間
」
の
人
の
実
質
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
浦
嶋

子
じ
し
ん
と
し
て
は
、
常
世
に
あ
っ
て
も
な
お
「
三
歳
之
間
」
の
経

過
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
そ
の
実
質
を
失
っ
て

は
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、「
三
周
六
年
」
の
制
も
心
の
ど
こ
か
に

ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。
そ
の
ひ
っ
か
か
り
が
、

常
世
滞
在
「
三
歳
」
を
契
機
に
「
世
間
」
の
人
た
る
浦
嶋
子
を
つ
き

動
か
し
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が

六
）「
浦
嶋
子
の
告
言
」
の
背
景

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
構
図
の
上
で
は
、
常
世
と
い
う
「
耆
も
せ
ず
死
も
せ
ず
し
て

永
き
世
に
あ
り
」
続
け
る
境
涯
に
は
あ
っ
て
も
、
浦
嶋
子
は
「
世
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間
」
の
人
の
実
質
を
生
き
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
方
、

「
墨
江
に
還
り
来
り
て

家
見
れ
ど
宅
も
見
か
ね
て

里
見
れ
ど
里

も
見
か
ね
」
る
こ
の
世
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
「
世
間
」
で
は
な
い
。

浦
嶋
子
を
受
け
容
れ
る
世
で
は
と
う
に
な
く
な
っ
て
い
る
以
上
、
ど

こ
に
も
居
場
所
が
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
反
歌
に
「
常
世
辺
に
住
む

べ
き
も
の
を
」
と
う
た
う
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
れ
は
帰
還
後
の
居
場

所
を
喪
失
し
た
浦
嶋
子
に
つ
い
て
批
評
し
た
内
容
だ
か
ら
、
従
来
、

た
と
え
ば
前
掲
大
久
保
氏
論
考
に
「
構
造
的
な
類
同
関
係
」
を
、

（
長
歌
）
…
…
…
（
前
略
）
永
き
世
に
あ
り
け
る
も
の
を

↓
世
の
中
の

愚
人
の
…

（
反
歌
）
…
常
世
辺
に
す
む
べ
き
も
の
を

↓
…
鈍
や
こ
の
君

右
の
よ
う
に
示
し
た
上
で
、
さ
き
に
も
引
用
し
た
と
お
り
、「
だ
か

ら
こ
の
場
合
『
愚
』
と
『
鈍
』
は
同
義
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
再
び

常
世
に
住
む
こ
と
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と

考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
い
う
見
解
を
導
い

て
も
い
る
が
、
む
し
ろ
長
歌
と
の
違
い
に
こ
そ
着
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
長
歌
の

５
）「
虫
麻
呂
の
批
評
」
は
、
あ
く
ま
で
神
女
と

同
居
し
な
が
ら
そ
の
常
世
の
不
老
不
死
長
生
に
な
お
み
ず
か
ら
を
同

化
し
得
な
い
、
そ
の
本
質
に
す
ら
無
自
覚
な
浦
嶋
子
が
「
世
間
」
か

ら
お
の
れ
を
い
ま
だ
解
き
放
ち
得
な
い
あ
り
さ
ま
に
向
け
て
い
る
。

一
方
、
反
歌
で
は
、
そ
の
「
世
間
」
に
帰
還
し
て
も
は
や
ど
こ
に
も

居
場
所
を
見
出
し
得
な
い
浦
嶋
子
に
、
だ
か
ら
こ
そ
常
世
辺
に
住
む

べ
き
だ
っ
た
の
に
と
厳
し
く
言
い
放
つ
。

長
、
反
歌
を
通
じ
て
共
通
す
る
の
が
、
常
世
に
あ
っ
て
は
、
不
老

不
死
の
長
生
を
得
ら
れ
た
の
に
「
家
」
へ
の
帰
還
を
告
げ
た
、
ま
た

帰
還
し
た
世
間
で
は
、
せ
っ
か
く
帰
還
し
た
の
に
「
家
」
を
喪
失
し

て
い
た
と
い
う
「
家
」
で
あ
る
。
反
歌
に
う
た
う
よ
う
に
確
か
に
常

世
に
住
む
べ
き
だ
っ
た
に
せ
よ
、「
世
間
」
の
人
の
実
質
を
、
は
た

し
て
こ
の
人
じ
し
ん
が
脱
却
可
能
な
の
か
。
そ
し
て
そ
の
「
世
間
」

を
か
た
ち
づ
く
る
核
心
の
「
家
」
か
ら
み
ず
か
ら
を
解
き
放
つ
こ
と

が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
が
つ
い
に
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
反
歌

に
「
己な
が
心
か
ら
」
と
心
に
帰
す
と
こ
ろ
に
、
虫
麻
呂
が
当
該
伝
説

歌
を
さ
な
が
ら
人
間
の
心
を
問
う
ま
で
に
昇
華
さ
せ
た
確
か
な
徴
証

を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

九
、
珠
名
娘
子
歌
と
玉
台
新
詠

こ
の
浦
嶋
子
の
「
家
忘
れ
」
に
対
し
て
、
あ
い
た
ぐ
う
「
身
は
た

な
知
ら
ず
」
を
特
徴
と
す
る
の
が
珠
名
娘
子

た
ま
な
を
と
め

で
あ
る
。
繰
り
返
し
挙

げ
る
あ
の
藤
原
宮
の
造
営
に
奉
仕
す
る
役
民
を
う
た
う
「（
御
民
も
）

家
忘
れ
身
も
た
な
知
ら
ず
」
と
い
う
一
節
の
と
お
り
、
と
も
に
「
御

民
」
じ
し
ん
を
象
徴
的
に
表
す
「
家
」「
身
」
と
い
う
関
係
の
上
で

も
、
両
者
は
緊
密
に
対
応
す
る
。
し
か
も
伝
説
歌
と
し
て
は
、
同
じ

く
題
詞
に
「
詠
」
を
も
つ
点
で
も
共
通
す
る
。
両
者
を
、
配
列
上
は

144



珠
名
娘
子
歌
を
先
行
さ
せ
、
そ
の
直
後
に
浦
嶋
子
歌
を
置
く
と
い
う

よ
う
に
あ
い
前
後
さ
せ
て
も
い
る
。

一
方
、
浦
嶋
子
に
さ
き
だ
っ
て
採
り
上
げ
た
真
間
娘
子
歌
と
は
、

同
じ
く
娘
子
を
題
材
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
歌
の
構
造
じ
た
い
が
あ

い
通
う
。
そ
の
な
か
に
、
娘
子
を
う
た
う
「
花
の
如
咲
み
て
立
て
れ

ば
」
と
い
う
同
一
の
句
を
共
有
す
る
。
両
者
を
た
が
い
に
関
連
さ
せ

て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
構
造
や
表
現
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
ま
ず
は
真
間
娘
子
歌
に
対
し
て
施
し
た
と
同
じ
段
落
分
け
を
、

見
出
し
も
添
え
て
次
に
試
み
る
。

１
）

伝
説
へ
の
導
入

水し
長なが
鳥どり
安あ
房は
に
継
ぎ
た
る

梓あずさ
弓ゆみ
末すゑ
の
珠たま
名な
は

２
）

娘
子
の
特
質

胸むな
別わけ
の
広
き
吾わぎ
妹も

腰こし
細ぼそ
の
す
が
る
娘
子
を
と
め

の

３
）

娘
子
の
行
動
、
転
換
の
契
機

そ
の
姿なり
の
端きら
正きら
し
き
に

花
の
如ごと
咲ゑ
み
て
立
て
れ
ば

４
）

男
ど
も
の
求
愛

玉

の
道
行
く
人
は

己おの
が
行
く
道
は
去ゆ
か
ず
て

召よ
ば
な
く

に
門かど
に
至
り
ぬ

さ
し
並
ぶ
隣となり
の
君
は

予
あらかじめ

己おの
妻づま
離か
れ
て

乞こ
は
な
く
に
かぎ

さ
へ
奉まつ
る

５
）

虫
麻
呂
の
批
評

人
皆
の
か
く
迷まと
へ
れ
ば

６
）

娘
子
の
対
処

容かほ
艶よ
き
に
縁よ
り
て
そ
妹
は

た
は
れ
て
あ
り
け
る

反
歌

金
門
か
な
と

に
し
人
の
来き
立た
て
ば

夜
中
に
も
身
は
た
な
知
ら
ず

出

で
て
そ
相あ
ひ
け
る

右
の

１
）〜

６
）の
展
開
は
、
真
間
娘
子
歌
の
小
見
出
し
を
そ
の
ま

ま
流
用
し
て
矛
盾
や
齟
齬
な
ど
が
な
い
。
た
が
い
に
緊
密
に
対
応
す

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
内
容
も
あ
い
た
ぐ
う
伝
説
歌
と
し
て
、

か
り
に
な
に
が
し
か
も
と
づ
く
も
の
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
や
は
り
、

律
令
が
成
り
た
ち
に
か
か
わ
る
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
さ
き
に
一
部
研
究
史
を
振
り
返
る
な
か
で
批
判
的
な

見
地
か
ら
言
及
し
た
け
れ
ど
も
、
玉
台
新
詠
と
の
関
連
も
看
過
す
べ

き
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
先
行
研
究
に
安
易
に
立
ち
返
る
ま
で
も
な

い
。
今
改
め
て
こ
れ
を
見
直
す
上
に
も
、
玉
台
新
詠
の
詩
じ
た
い
に

独
自
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
採
り
上
げ
る
例
が
、
玉
台
新
詠
（
巻
八
）
の
「
雑
詩
四

首
」
の
「
其
一

敬

劉
長
史
詠

名
士
悦

傾
城

」
で
あ
る
。
こ
の

詩
に
は
「
以
上
古
代
傾
城
の
美
人
を
羅
列
し
、
名
士
傾
城
を
悦
ぶ
の

状
を
事
実
と
想
像
と
を
織
り
交
ぜ
て
叙
し
た
変
幻
極
ま
り
な
き
詩
で

あ
る
。」（
新
釈
漢
文
大
系
の
同
詩
「
姓

」
の
語
釈
。
525
頁
）
と
い

う
解
説
が
あ
る
。
名
士
の
悦
ぶ
傾
城
（
美
人
）
の
典
型
を
、
そ
れ
こ

そ
い
い
と
こ
採
り
し
て
羅
列
す
る
一
節
を
次
に
示
す
。
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一
）

経
共

陳
王

戯

与

家

隣

二
）

未

嫁
先
名

玉

来
時
本
姓

三
）

粉
光
猶
似

面

朱
色
不

勝

唇

四
）

遥
見
疑

花
発

聞

香
知

異

春

五
）

長
逐

皮

小
称

腰
身

六
）

夜
夜
言
嬌
尽

日
日
態
還
新

七
）

工
傾
荀
奉

能
迷
石
季
倫

こ
の
直
後
を
「
上
客
徒
留

目

不

見
正
横
陳
」（
傾
城
の
客
に
向

け
た
上
辺
だ
け
目
に
し
て
、
寝
姿
は
見
る
こ
と
な
ど
な
い
）
と
結
ぶ

と
お
り
、
傾
城
と
は
「
此
日

家
女

競

矯
桃
李
顔
」（
巻
八
。

「
雑
詩
五
首
」
の
其
一
）
と
い
う
「

家
女
」
あ
る
い
は
「

女
」、

こ
れ
に
対
す
る
名
士
も
「
借
問

樓
妾

何

如
蕩
子
妻

」（
巻
七
。

「
詠

晩

烏

」。

楼
の
女
共
は
浮
か
れ
男
の
妻
と
比
べ
て
ど
う

か
と
烏
に
問
う
）
と
い
う
「
蕩
子
」
に
当
た
る
。
当
該
珠
名
娘
子
歌

も
、
基
本
的
構
図
の
上
で
は
、
こ
の
傾
城
と
名
士
と
の
対
応
に
重
な

る
と
い
う
の
が
、
ま
ず
は
全
体
に
わ
た
る
関
連
で
あ
る
。

次
に
個
別
の
表
現
、
内
容
を
み
る
に
、
珠
名
娘
子
歌
と
右
掲
玉
台

新
詠
の
詩
句
（
以
下
、
当
該
詩
句
と
略
称
す
る
）
と
の
対
応
あ
る
い

は
関
連
す
る
語
句
は
次
の
と
お
り
。
そ
れ
ぞ
れ
カ
ッ
コ
内
の
算
用
数

字
、
漢
数
字
は
、
前
掲
の
歌
、
詩
の
表
示
を
そ
の
ま
ま
使
う
。

１
）

珠
名

↓

二
）「
未

嫁
先
名

玉
」（
嫁
入
り
前
は
玉
と
い
う

名
）

２
）

腰
細

↓

五
）「

小
称

腰
身

」（
隋

帝
詩
に
「
錦
裡
淮

南
舞

宝

楚
宮
腰
」
と
あ
る
婦
人
の
腰
部
を
美
し

く
み
せ
る
た
め
の
脇
衣

前
掲
新
釈
漢
文
大
系

「
語
釈
」。
腰
細
は
本
稿
103
頁
参
照
）

３
）

花
の
如
咲
み
て
立
て
れ
ば

↓

四
）「
遥
見
疑

花
発

」（
遠
く
か
ら
見
る
と
花
が

咲
い
た
よ
う
だ
）

４
）

玉

の
道
行
く
人
は

己
が
行
く
道
は
去
か
ず
て

↓

二
）「
来
時
本
姓

」（

の
羅
敷
を
指
す
。
羅
敷

は
本
稿
104
頁
参
照
）

４
）

さ
し
並
ぶ
隣
の
君

↓

一
）

与

家

隣
」（

玉
の
東
隣
に
美
女
が
住

ん
で
い
た
と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
る
）

４
）

予
己
妻
離
れ
て

乞
は
な
く
に

さ
へ
奉
る

↓

二
）「
来
時
本
姓

」（
前
出
羅
敷
を
詠
む
詩
に
、

「
使
君
羅
敷
、
寧
可

共
載

不
」
と
太
守
が
羅
敷
を

車
に
載
ら
な
い
か
と
誘
う
、
つ
ま
り
こ
れ
が
求
婚
を

暗
示
す
る
。
こ
の
時
、
羅
敷
は
既
婚
）

５
）

人
皆
の
か
く
迷
へ
れ
ば

↓

七
）「
能
迷
石
季
倫
」（
季
倫
は
魏
の
石
崇
の
字
、
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緑
珠
と
い
う
妾
の
い
る
こ
の
男
を
迷
わ
せ
る
）

６
）
娘
子
の
対
応

↓

六
）「
夜
夜
言
嬌
尽

日
日
態
還
新
」（
夜
な
夜
な

愛
嬌
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
、
そ
の
も
の
ご
し
は
日
ご

と
に
新
し
さ
を
加
え
る
。

前
掲
書
「
通
釈
」）

当
該
詩
の
注
釈
者
が
「
古
代
傾
城
の
美
人
を
羅
列
」「
名
士
傾
城
を

喜
ぶ
の
状
を
事
実
と
想
像
と
を
織
り
交
ぜ
て
叙
し
た
」
と
評
す
る
だ

け
に
、
蕩
子
の
好
み
そ
う
な
傾
城
の
美
質
、
特
徴
の
寄
せ
集
め
に
過

ぎ
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
だ
け
に
、
傾
城
（

家
女
・

女
）
と

蕩
子
と
の
、
迷
わ
せ
迷
う
関
係
や
そ
う
し
た
対
応
を
す
ぐ
れ
て
特
徴

的
に
描
き
出
し
て
も
い
る
。

珠
名
娘
子
と
の
関
連
も
、
さ
き
に
先
学
の
説
に
批
判
的
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
個
別
の
表
現
間
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
傾
城
に
通
じ
る
女

性
と
し
て
珠
名
娘
子
を
描
く
と
こ
ろ
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

こ
の
傾
城
に
蕩
子
が
対
応
す
る
よ
う
に
、
珠
名
娘
子
に
熱
を
あ
げ
る

男
ど
も
も
、
や
は
り
蕩
子
と
の
関
連
が
濃
厚
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

た
と
え
ば
羅
敷
は
前
掲
の
と
お
り
桑
採
み
女
だ
が
、
当
該
詩
で
は
傾

城
と
す
る
。
珠
名
娘
子
と
の
関
連
は
、
ま
さ
に
こ
の
傾
城
が
仲
だ
ち

す
る
。
羅
敷
を
見
て
「
耕
者
忘

其
耕
、
鋤
者
忘

其
鋤

」
と
お
の

が
仕
事
を
忘
れ
る
農
夫
も
、
名
士
な
い
し
蕩
子
を
介
し
て
「
玉

の

道
行
く
人
は

己
が
行
く
道
は
去
か
ず
」
に
つ
な
が
る
。

十
、
珠
名
娘
子
歌
（
長
歌
）
と
律
令

し
か
し
、
そ
れ
は
可
能
性
以
上
に
は
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

実
際
に
、「
胸
別
け
の
広
き
吾
妹

腰
細
の
す
が
る
娘
子
」

２
）と

い
っ
た
豊
胸
を
腰
細
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
、
玉
台
新
詠
の

「
腰
細
」
に
関
連
し
た
数
あ
る
用
例
の
な
か
に
も
一
切
な
い
。
そ
れ

だ
け
、
だ
か
ら
さ
き
の
注
釈
者
の
評
を
は
る
か
に
越
え
た
表
現
の
自

由
を
発
揮
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
こ
こ
に
リ

ア
リ
ズ
ム
を
持
ち
こ
む
こ
と
も
、
場
違
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。

ど
こ
ま
で
も
傾
城
に
通
じ
る
珠
名
娘
子
と
蕩
子
を
思
わ
せ
る
男
ど

も
と
の
対
応
を
軸
に
、
こ
の
伝
説
歌
は
成
り
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
構
成
の
真
間
娘
子
歌
と
の
緊
密
な
対
応
は
、
そ
こ
に
律
令
を
取

り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
前
述
の
と
お
り
示
唆
す
る
。
男
ど
も
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
前
掲
錦
織
氏
「
高
橋
虫
麻
呂
の
東
国
伝
説
歌
二
首
」

が
、
大
伴
家
持
の
「
史
生
尾
張
少

を
教
へ
喩
す
歌
一
首
」（
18
・

四
一
〇
六
〜
九
）
の
全
文
を
引
き
、
そ
こ
に
つ
た
え
る
「
七
出
例
」

「
三
不
出
」「
両
妻
例
」「
詔
書
」
な
ど
の
規
定
を
も
と
に
「
こ
う
し

た
事
例
の
存
在
は
、
重
婚
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
念
が
、
比

較
的
早
い
時
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
珠
名
娘
子
に
魅
せ
ら
れ
た
男
た
ち

は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
を
も
っ
て
（「
花
の
ご
と
笑
み
て
立
て
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れ
ば
」）、
そ
れ
な
り
の
手
続
き
を
踏
ん
で
（「
あ
ら
か
じ
め
お

の
妻
離
れ
て
」）
正
式
に
離
婚
し
て
い
る
（「
鍵
さ
へ
奉
る
」）

こ
と
が
知
ら
れ
る
。（
114
頁
）

男
た
ち
を
そ
れ
こ
そ
真
っ
当
な
求
婚
者
と
み
な
す
。
し
か
し

４
）

「
男
ど
も
の
求
愛
」
の
な
か
で
は
、
道
行
く
人
と
隣
人
と
の
対
比
的

な
関
係
上
、
召
さ
れ
も
し
な
い
の
に
昼
ひ
な
か
門
に
至
る
前
者
に
、

後
者
を
明
ら
か
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
「
己
妻
離

れ
て
」
の
「
離
る
」
じ
た
い
、

夢
か
と
情こころ
迷まど
ひ
ぬ
月
数
多
ま
ね
く

離
れ
に
し
君
が
言
の
通
へ
ば

（
12
・
二
九
五
五
）

山
吹
の
花
執
り
持
ち
て
つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
妹
を
し
の
ひ
つ

る
か
も
（
19
・
四
一
八
四
）

そ
れ
を
不
本
意
と
す
る
心
情
の
伴
う
の
が
、
万
葉
集
で
は
原
則
で
あ

る
。
そ
の
心
情
は
「
離
る
」
当
人
で
は
な
く
、
そ
う
し
て
離
れ
去
ら

れ
た
相
手
が
抱
く
。
当
該
歌
で
も
、
い
わ
ば
夜
離
れ
に
当
た
り
、

「
隣
の
君
」
が
一
方
的
に
「
己
妻
離
れ
て
」
と
い
う
行
動
に
出
た
こ

と
を
い
う
。
こ
れ
を
承
け
た
「
乞
は
な
く
に

さ
へ
奉
る
」
と
は
、

道
行
く
人
の
至
る
門
と
の
対
応
に
か
ん
が
み
、
そ
れ
よ
り
一
歩
進
め
、

た
と
え
ば
か
の
大
物
主
神
が
活
玉
依
毘
売
の
も
と
に
夜
「
戸
之
鉤

穴
」
を
抜
け
て
通
っ
た
と
い
う
所
伝
（
古
事
記
・
崇
神
天
皇
条
）
の

「
鉤
」
と
同
じ
、
戸
な
い
し
室
の
内
の
居
住
を
想
定
し
て
珠
名
娘
子

に
そ
の
「

」
を
進
上
す
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
居
住
に
は
、
同
居

を
一
方
的
に
重
ね
て
い
る
こ
と
も
著
し
い
。

不

な
こ
の
行
動
も
、
律
令
の
規
定
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
身
勝

手
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
現
に
錦
織
氏
所
掲
家
持
歌
で
も
、

「
七
出
例
」
以
下
の
規
定
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
す
所
以
を
「
豈
有

忘

旧
愛

新
之
志

哉
、
所
以
、
綴

作
数
行
之
歌
、
令

悔

旧

之
惑

」
と
明
示
す
る
と
お
り
、「
己
妻
離
れ
て
」
に
、「
忘

旧
愛

新
之
志
」「

旧
之
惑
」
と
い
う
「
戸
令
28
」
の
定
め
る
「
棄
妻
」

を
重
ね
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
げ
ん
に
、
こ
の
「
棄

妻
」
に
つ
い
て
は
、
妻
側
の
責
め
に
帰
す
「
一
無

子
、
二
淫

、

三
不

事

舅
姑

」
以
下
の
「
七
出
之
状
」
を
要
件
と
す
る
一
方
、

「
妻
雖

有

棄
状
、
有

三
不
去

」
と
い
う
離
婚
で
き
な
い
「
三
不

去
」
を
定
め
、
さ
ら
に
こ
の
直
後
に
は
、「
則
犯

義
絶
、
淫

、
悪

疾

」
を
「
三
不
去
」
の
適
用
外
と
す
る
規
定
を
設
け
て
も
い
る
。

こ
れ
ら
規
定
の
い
ず
れ
に
も
妻
は
該
当
し
な
い
以
上
、「
隣
の
君
」

の
一
方
的
な
「
棄
妻
」
に
当
た
る
。
こ
れ
に
先
行
す
る
「
玉

の
道

行
く
人
」
は
、
二
つ
を
並
べ
て
い
る
対
応
上
、「
己
が
行
く
道
は
去

か
ず
」
に
、
用
務
な
い
し
目
的
に
そ
く
し
た
道
か
ら
外
れ
、
だ
か
ら

そ
の
用
務
、
目
的
を
放
棄
し
た
こ
と
を
い
う
。

ど
ち
ら
も
、
そ
う
し
て
人
の
行
く
べ
き
道
、
夫
婦
と
し
て
夫
の
実

践
す
べ
き
道
を
踏
み
外
し
た
例
だ
が
、
こ
の
あ
と

５
）「
虫
麻
呂
の

批
評
」
に
「
人
皆
の
か
く
迷
へ
れ
ば
」
と
批
評
す
る
と
お
り
、
そ
れ

は
例
示
で
あ
っ
て
、「
人
皆
」
と
い
う
以
上
、「
か
く
迷
」
う
狂
態
が
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数
限
り
な
く
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
お
の
ず
か
ら
含
意
す
る
。
し

か
も
こ
の
色
狂
い
を
、

６
）「
娘
子
の
対
処
」
に
「
容
艶
き
に
縁
り

て
そ
妹
は

た
は
れ
て
あ
り
け
り
」
と
あ
た
か
も
助
長
す
る
ご
と
く

振
る
ま
う
。「
た
は
る
」
に
つ
い
て
は
、『
萬
葉
集
釋
注
五
』
が
『
新

字
鏡
』

三
）の
「
淫
、
過
也
、
放
逸
也
、
戯
也
、
私
逸
也
、
宇
加

礼
女
、
又
布
介
留
、
多タ
波ハ
留ル
」
を
引
き
「
た
わ
む
れ
に
ふ
ざ
け
る
さ

ま
を
い
う
」
と
説
明
を
加
え
る
。
前
掲
「
戸
令
28
」
で
は
、「
三
不

去
」
の
適
用
外
と
す
る
妻
側
の
責
め
に
帰
す
「
淫

」
が
明
ら
か
に

そ
れ
に
当
た
る
。

虫
麻
呂
は
、
こ
れ
ら
例
示
し
た
男
の
「
玉

の
道
行
く
人
は
」
と

「
さ
し
並
ぶ
隣
の
君
は
」
と
、
後
の
珠
名
娘
子
の
「
容
艶
き
に
縁
り

て
そ
妹
は
」
と
を
、「
は
」
が
提
示
す
る
主
題
（
人
物
）
に
そ
く
し

て
述
語
（
内
容
説
明
）
を
つ
け
る
同
じ
表
現
の
か
た
ち
を
と
っ
て
対

応
さ
せ
て
い
る
。
そ
う
し
て
同
類
の
色
狂
い
を
強
調
す
る
。
前
述
し

た
玉
台
新
詠
の
「
雑
詩
四
首
」
の
「
其
一
」
が
対
応
さ
せ
る
「
名
士

（
蕩
子
）」
と
「
傾
城
（

女
）」
と
の
関
係
に
、
内
容
も
含
め
概
ね

は
一
致
す
る
。
こ
の
長
歌
の
展
開
を
ひ
き
継
ぎ
、
最
後
を
し
め
括
る

「
た
は
れ
て
あ
り
け
る
」
を
、
改
め
て
「
人
皆
」
な
ら
ぬ
特
定
人
物

に
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
う
た
う
の
が
「
反
歌
」
で
あ
る
。

十
一
、
珠
名
娘
子
歌
（
反
歌
）
と
律
令

そ
の
冒
頭
の
「
金
門
」
は
、
東
歌
に
「
さ
雄
鹿
の
伏
す
や
草
む
ら

見
え
ず
と
も

児
ら
が
金
門
よ
行
か
く
し
良え
し
も
」（
14
・
三
五
三

〇
）
と
う
た
う
例
に
通
じ
る
。
同
じ
東
国
の
女
性
に
対
す
る
求
婚
な

い
し
妻
問
い
を
め
ぐ
る
歌
に
詠
む
「
金
門
」
で
も
あ
り
、
か
つ
ま
た

こ
の
「
金
門
に
し
人
の
来
立
て
ば
」
と
い
う
男
の
行
動
に
、
珠
名
娘

子
の
「
出
で
て
そ
相
ひ
け
る
」
が
対
応
す
る
。「
金
門
」
を
「
戸
」

に
替
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
類
例
は
少
な
く
な
い
。

を
と
め
ら
が
さ
寝な
す
板いた
戸と
を

押
し
開
き
い
た
ど
り
寄
り
て

ま
玉たま
手で
の
玉
手
さ
し
か
へ

さ
寝
し
夜
の
（
５
・
八
〇
四
）

奥
山
の
真ま
木き
の
板
戸
を

押
し
開
き
し
ゑ
や
出い
で
来
ね

後のち
は

何
せ
む
（
11
・
二
五
一
九
）

あ
し
ひ
き
の
山
桜
戸
を

開あ
け
置
き
て
吾
が
待
つ
君
を

誰
か

と
ど
む
る
（
11
・
二
六
一
七
）

隠こもり
口く
の
泊はつ
瀬せ
の
国
に

さ
結
婚
よ
ば
ひ

に
吾
が
来
た
れ
ば
（
中
略
）

さ
夜
は
明
け
こ
の
夜
は
昶あ
け
ぬ

入
り
て
か
つ
寝
む
こ
の
戸
開

か
せ
（
13
・
三
三
一
〇
）

最
後
の
長
歌
に
は
、
こ
れ
を
う
た
う
男
に
応
え
た
「
起
き
立
た
ば
母

知
り
ぬ
べ
し

出
で
て
行
か
ば
父
知
り
ぬ
べ
し

ぬ
ば
た
ま
の
夜
は

昶
け
去ゆ
き
ぬ

幾ここ
許だく
も
念
ふ
ご
と
な
ら
ぬ

隠
り
麗づま
か
も
」（
同
、

三
三
一
二
）
と
不
如
意
を
嘆
く
女
の
歌
が
続
く
。「
門
」
を
「
戸
」

に
代
え
れ
ば
類
歌
に
こ
と
欠
か
な
い
ほ
ど
に
、
そ
し
て
最
後
の
歌
の

よ
う
に
夜
通
し
戸
の
開
く
の
を
待
つ
な
ど
と
い
っ
た
例
さ
え
あ
っ
て

も
、
当
該
歌
の
よ
う
に
「
夜
中
に
も
身
は
た
な
知
ら
ず
」
と
う
た
う
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例
は
、
少
な
く
と
も
管
見
に
は
一
切
入
ら
な
い
。
極
め
て
稀
な
こ
の

表
現
こ
そ
、
ま
さ
に
虫
麻
呂
の
案
出
し
た
個
性
を
に
じ
ま
せ
る
。

長
歌
の
「
た
は
れ
て
あ
り
け
る
」
を
ひ
き
継
ぐ
上
で
は
、
対
応
に

照
ら
し
て
そ
の
一
句
が
そ
れ
に
通
じ
る
行
為
を
表
す
は
ず
だ
か
ら
、

こ
の
延
長
上
に
想
定
す
べ
き
は
律
令
と
の
関
連
で
あ
る
。「
夜
中
」

に
関
連
す
る
規
定
は
、「
犯
夜
」
が
あ
る
。
夜
間
の
通
行
に
つ
い
て
、

「
宮
衛
令
24
」
に
「
凡
京
路
、
分

街
立

鋪
。
衛
府
待

時
行
夜
。

夜
鼓
声
絶
、
禁

行
。
暁
鼓
声
動
、
聴

行
。」
と
夜
の
鼓
、
暁
の
鼓

そ
れ
ぞ
れ
の
声
に
よ
る
通
行
の
禁
止
、
解
除
を
定
め
、
特
別
の
事
由

が
あ
る
者
を
除
き
、「
犯

夜
者
、
衛
府
当
日
決
放
」
と
い
う
よ
う
に

そ
の
定
め
を
犯
す
と
衛
府
（
兵
衛
と
衛
士
）
が
夜
明
け
を
待
っ
て
刑

を
執
行
し
た
後
に
釈
放
す
る
。
こ
の
「
犯
夜
」
の
処
罰
規
定
を
、
律

（『
故
唐
律
疏
議
』
巻
二
十
六
「
雑
律
406
」）
が
つ
た
え
て
い
る
。
令

が
「
京
路
」
と
す
る
そ
の
対
象
を
、「
宮
衛
令
」
の
関
係
規
定
を
引

き
、
時
、
坊
門
等
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
律
は
定
め
る
。
も
と
よ
り
、

く
だ
ん
の
一
句
が
こ
の
「
犯
夜
」
に
直
接
も
と
づ
く
確
か
な
徴
証
は

得
が
た
い
け
れ
ど
も
、
右
の
と
お
り
律
令
が
厳
し
く
規
定
す
る
以
上
、

た
と
え
知
識
だ
け
に
せ
よ
、
承
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
京
城
で
は
罪
と
な
る
「
犯
夜
」
の
時
間
帯
を
、

東
国
の
僻
遠
の
地
の
風
俗
で
は
、
む
し
ろ
求
婚
や
妻
問
い
に
利
用
し

て
い
る
と
い
う
異
様
を
強
調
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
直
後
の
「
身

は
た
な
知
ら
ず
」
は
、
前
述
の
と
お
り
「
家
忘
れ
」
と
類
義
的
に
対

応
す
る
だ
け
に
、
こ
の
「
夜
中
」
に
夢
中
に
な
っ
て
わ
が
身
の
こ
と

を
一
切
気
に
も
と
め
な
い
異
様
を
際
立
た
せ
る
。
そ
の
実
際
の
行
動

が
、
直
後
の
「
出
で
て
そ
相あ
ひ
け
る
」
で
あ
る
。
相
手
に
つ
い
て
は
、

素
性
を
は
じ
め
な
ん
ら
明
か
さ
な
い
。
異
様
こ
そ
が
、
金
門
に
来
て

立
つ
男
と
、
出
て
逢
う
女
と
を
結
び
つ
け
る
。
長
歌
と
対
比
し
て
い

え
ば
、
そ
の
「
人
皆
の
斯
く
迷
へ
」
る
と
「
妹
は
た
は
れ
て
あ
り
け

る
」
と
の
、
な
お
一
般
論
に
と
ど
ま
る
対
応
を
、
個
別
に
焦
点
を
当

て
て
一
段
と
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
関
係
に
深
化
、
先
鋭
化
を
は
か
る

べ
く
、「
夜
中
」
を
選
び
と
っ
た
に
違
い
な
い
。

十
二
、
菟
原
処
女
歌
の
妻
争
い
と
律
令

も
っ
と
も
、
異
様
と
い
え
ば
、

４
）の
「
道
行
く
人
」「
隣
の
君
」

も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
さ
ら
に
遡
っ
て
は
、
髪
さ
え
梳
ら
ず
、
裸

足
で
い
つ
も
水
汲
み
す
る
真
間
娘
子
や
常
世
に
足
を
踏
み
入
れ
た
浦

嶋
子
な
ど
は
、
生
き
ざ
ま
そ
の
も
の
が
尋
常
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ

て
い
る
。
虫
麻
呂
が
題
詞
に
「
詠
」
を
冠
し
て
歌
に
す
る
ど
の
人
物

に
も
、
ま
さ
に
こ
の
異
様
が
共
通
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
と
り
ど

り
に
異
様
を
体
現
す
る
行
動
あ
る
い
は
生
を
、
な
に
が
し
か
の
事
情

の
も
と
、
ま
た
事
態
を
契
機
に
生
き
た
人
物
を
、
虫
麻
呂
は
そ
の
軌

跡
を
た
ど
り
な
が
ら
歌
に
し
た
、
そ
れ
を
題
詞
の
「
詠
」
に
象
徴
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
異
様
は
、
世
間
や
社
会
、
さ
ら
に
は
そ
の
通
念
や
常
識
な
ど
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か
ら
の
逸
脱
、
ま
た
逆
に
そ
れ
ら
へ
の
囚
わ
れ
な
ど
の
か
た
ち
を
と

る
。
そ
こ
に
律
令
が
深
く
か
か
わ
る
。
こ
の
律
令
と
の
か
か
わ
り
を
、

「
詠
」
を
冠
す
る
伝
説
歌
に
う
た
う
人
物
の
造
形
に
と
り
ど
り
に
組

み
込
ん
で
い
る
事
実
は
、
も
ち
ろ
ん
偶
然
で
は
な
い
。
虫
麻
呂
の
採

用
し
た
特
徴
的
な
手
法
だ
か
ら
、
逆
に
、
本
稿
の
は
じ
め
に
挙
げ
た

四
）「
見

菟
原
処
女
墓

歌
一
首

短
歌
」
の
独
自
を
強
く
示
唆
す

る
。「
詠
」
を
冠
し
て
そ
の
人
物
を
う
た
う
こ
と
を
、
こ
の

四
）歌
は

い
さ
さ
か
も
め
ざ
し
て
い
な
い
。

し
か
し
ま
た
一
方
、
従
前
の
伝
説
歌
と
共
通
す
る
特
徴
を
そ
れ
が

も
つ
こ
と
も
著
し
い
。
そ
の
こ
と
じ
た
い
、
当
該
歌
の
伝
説
歌
と
し

て
の
成
り
た
ち
に
深
く
か
か
わ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
そ
の
実
態
を

確
か
め
る
べ
く
、
例
に
よ
り
、
類
似
の
著
し
い

三
）の
真
間
娘
子
歌

の
段
落
分
け
に
対
応
す
る
部
分
を
次
に
引
用
す
る
。

１
）

伝
説
へ
の
導
入

葦あし
屋のや
の
菟う
原なひ
処
女
を
と
め

の

２
）

娘
子
の
特
質

八
年
や
と
せ

児こ
の
片
生
か
た
お

ひ
の
時
ゆ

小を
放ばな
り
に
髪
た
く
ま
で
に

並
び

居を
る
家
に
も
見
え
ず

虚うつ
木ゆ
綿ふ
の
牢こも
り
て
座を
れ
ば

３
）

娘
子
の
行
動
、
転
換
の
契
機

（
該
当
す
る
事
項
無
し
）

４
）

男
ど
も
の
求
婚

見
て
し
か
と
悒
憤
い
ぶ
せ

む
時
の

垣かき
ほ
成な
す
人
の
誂と
ふ
時

こ
こ
ま
で
、
描
写
の
力
点
を
、
人
物
よ
り
事
柄
に
置
く
。
そ
の
一
方
、

簡
潔
な
が
ら
、
た
と
え
ば

４
）で
は
、
そ
の
「
垣
ほ
成
す
人
の
誂

ふ
」
さ
ま
が
真
間
娘
子
歌
に
「
夏
虫
の
火
に
入
る
が
如

水
門
み
な
と

入
り

に
船
こ
ぐ
如
く

帰ゆ
き
か
ぐ
れ
人
の
言
ふ
」
と
い
う
人
の
騒
ぎ
立
て

に
明
ら
か
に
対
応
す
る
。
し
か
も
こ
の

４
）に
限
定
し
た
「
時
」
を

承
け
、
真
間
娘
子
歌
で
は
一
転
し
て
娘
子
の
自
死
を
め
ぐ
る
虫
麻
呂

の
批
評
に
移
る
と
同
じ
よ
う
に
、
劇
的
な
局
面
を
迎
え
る
。

こ
れ
以
降
が
、
ま
さ
に

四
）歌
の
本
番
で
あ
る
。
二
人
の
男
の
熾

烈
な
妻
争
い
を
契
機
と
し
て
展
開
す
る
が
、
こ
の
争
い
を
、
次
の
よ

う
に
「
時
」
に
よ
り
段
階
的
に
二
分
す
る
こ
と
に
実
は
意
味
が
あ
る
。

５
）

よ
ば
い

千ち
沼ぬ
壮
士
を
と
こ

・
菟う
原なひ
壮
士
を
と
こ

の

伏
屋
ふ
せ
や

燎た
き
す
す
し
競きほ
ひ

相あひ
結よ
婚ば

ひ
為し
け
る
時
は

６
）

あ
ら
そ
い

焼
き
大た
刀ち
の
手た
か
み
押お
し
ね
り

白しら
檀
弓
ま
ゆ
み
ゆき

取
り
負
ひ
て

水

に
入
り
火
に
も
入
ら
む
と

立
ち
向
か
ひ
競きほ
ひ
し
時
に

５
）の
「
よ
ば
い
」
時
と
い
う
限
定
の
も
と
、
そ
の
具
体
的
な
行
動

を
「
あ
ら
そ
い
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
う
た
う
関
係
の
上
で
は
、

６
）に
こ
そ
焦
点
を
当
て
る
。
こ
の
あ
と
に
続
く
菟
原
処
女
の
対
応

の
な
か
で
も
、
母
に
語
る
そ
の
言
葉
の
な
か
に
「
大ます
夫らを
の
荒
争
あ
ら
そ

ふ
見

れ
ば
」
と
そ
れ
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
も
と
に
、
つ
い
に
み

ず
か
ら
「
生
け
り
と
も
合あ
ふ
べ
く
有
れ
や

し
し
く
し
ろ
黄よ
泉み
に
待
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た
む
と
」
思
い
定
め
て
自
死
を
選
ぶ
。

こ
う
し
て

５
）
６
）と
重
ね
強
調
す
る
「
あ
ら
そ
い
」
が
、
処
女

の
自
死
決
断
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
事
態
を
こ
の
「
あ
ら
そ
い
」
に

と
ど
め
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
著
し
い
。
従
前
の
伝
説
歌
を
貫

く
手
法
と
し
て
虫
麻
呂
は
律
令
の
利
用
を
は
か
っ
て
い
た
が
、
こ
の

「
あ
ら
そ
い
」
は
、
律
（『
故
唐
律
疏
議
』
巻
第
二
十
一
「
闘
訟
」）

が
「
相
争
為

闘
、
相
撃
為

殴
」（
302
「
諸
闘
殴
人
者
」
の
疏
議
）

と
規
定
す
る
「
闘
」
に
当
た
る
。
そ
し
て
こ
の
「
闘
」
が
原
因
と
な

り
、
そ
れ
が
遂
に
武
力
行
使
に
及
ぶ
罪
を
「
因

闘
、
遂
以

兵
刃

射
」（
同
304
「
諸
闘
以

兵
刃

射
人

」。「

射
」
は
切
り
射

る
こ
と
）
と
定
め
、
こ
の
「
兵
刃
」
に
つ
い
て
注
に
「
謂
、
弓
、
箭
、

刀
、

、
矛
、

之
属
」
と
例
示
す
る
。
ま
た
別
に
、
く
だ
ん
の
千

沼
、
菟
原
壮
士
の
二
人
の
「
あ
ら
そ
い
」
の
よ
う
な
ば
あ
い
を
、

「
仮
有

甲
乙
二
人
、
因

闘
、
両
相
殴
傷
、
甲
殴

乙
不

傷
、
合

笞
四
十
、
乙
殴

甲
傷
、
合

杖
六
十

之
類
」（
同
310
「
諸
闘
両
相
殴

傷
者
」）
と
具
体
的
に
示
し
て
も
い
る
。「
殴
傷
」
に
と
ど
ま
る
う
ち

は
、「
笞
」
な
い
し
「
杖
」
だ
が
、
い
か
に
「
闘
」
が
原
因
で
も
、

「

」
に
及
べ
ば
、「
雖

因

闘
、
而
用

兵
刃

者
、
与

故

同
」（
同
306
「
諸
闘
殴
殺
人
者
」）
と
故
意
に
よ
る
殺
人
と
み
な
す
。

な
お
、「
唐
闘
訟
律
六
十
条
の
う
ち
大
半
の
条
文
が
日
本
律
に
も

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
」（
前
掲
『
律
令
』
の
「
補

」

（
８
闘
訟
律
）
498
頁
）
と
し
て
両
律
を
対
照
し
た
表
に
は
、
右
に
採

り
あ
げ
た
条
文
の
「
逸
文
」
が
あ
る
。
右
の
最
後
に
挙
げ
た
「
306
諸

闘
殴
殺

人
者
」
の
律
条
文
の
な
か
に
も
、「
闘
」
を
敷
衍
し
た
「
闘

争
」
と
、
こ
れ
に
類
義
的
な
「
闘
競
」「
忿
競
」
が
あ
る
。
ま
た
一

方
、
万
葉
集
は
「
中
大
兄
三
山
歌
一
首
」（
１
・
一
三
）
に
三
山
を

め
ぐ
る
妻
争
い
を
「
あ
ひ
諍
競
ひ
き
」
と
表
し
、
さ
ら
に
桜
児
を
め

ぐ
る
二
壮
士
の
争
い
を
題
詞
に
「
于

時
、
有

二
壮
士
。
共
誂

此

娘
、
而
捐

生
挌
競
、
貪

死
相
敵
。」（
16
・
三
七
八
六
）
と
つ
た
え

て
い
る
。
こ
れ
ら
律
の
「
闘
競
」「
忿
競
」、
万
葉
集
の
「
諍
競
」

「
挌
競
」
は
、
律
の
条
文
が
「
相
争
為

闘
」
と
規
定
す
る
「
闘
」

を
核
に
も
ち
「
競
」
を
共
有
す
る
。

５
）の
「
す
す
し
競
ひ
」、

６
）の
「
立
ち
向
か
ひ
競
ひ
し
時
」
と
い
う
「
競
ひ
」
が
、
こ
れ
に

連
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
や
が
て
「
殴
」
に
発
展
す
る
こ
と
を
必
然

的
に
織
り
込
ん
で
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
死
傷
に
及

ぶ
こ
と
は
免
れ
難
い
。
こ
の
危
惧
は
、

６
）の
「
あ
ら
そ
い
」
の
熾

烈
が
必
然
的
に
導
く
。
結
果
と
し
て
処
女
の
「
生
け
り
と
も
合
ふ
べ

く
有
れ
や
」、
延
い
て
は
「
し
し
く
し
ろ
黄
泉
に
待
た
ん
と
」
思
い

つ
め
た
果
て
の
自
死
に
つ
な
が
る
。

も
と
よ
り
、
自
死
は
覚
悟
の
決
断
に
よ
る
。
そ
の
言
葉
は
、
こ
の

世
で
は
添
い
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
だ
か
ら
あ
の
世
で
待
つ
と

い
う
明
確
な
意
思
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
に
は
、
た
と
え
ば
内
田
賢
徳

氏
「
巻
十
六

桜
児
・

児
の
歌

主
題
と
方
法

」（『
万
葉

集
研
究
』
第
二
十
集
。
平
成
六
年
六
月
）
の
「
菟
原
処
女
が
二
人
の
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壮
士
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
一
方
と
相
思
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
筋

は
、
長
歌
の
中
に
端
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。（
し
か
し
、

墓
の
上
の
木
の
枝
は
、
明
ら
か
に
千
沼
壮
士
に
靡
い
て
い
た
と

チ
）

は
証
言
す
る
。）」（
257
頁
）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
す
で
に
あ
の

世
で
待
つ
と
い
う
明
確
な
意
志
に
、
そ
う
し
て
待
つ
以
上
、
相
手
を

確
実
に
思
い
描
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

十
三
、「
黄
泉
に
待
た
む
」
と
出
典
と
の
関
連

そ
れ
が
千
沼
壮
士
で
あ
る
こ
と
を
、
反
歌
は
い
わ
ば

解
き
の
よ

う
に
明
か
す
。
前
掲

１
）以
下
の
展
開
に
そ
の
解
を
探
れ
ば
、
娘
に

成
長
す
る
ま
で
「
並
び
居
る
家
に
も
見
え
ず
」

２
）、「
虚
木
綿
の

牢
り
て
座
れ
ば
」（
３
）と
態
態
う
た
う
か
ら
に
は
、「
彼
女
の
同
郷

人
で
あ
る
菟
原
壮
士
と
は
、
か
ね
て
か
ら
顔
馴
染
み
、
と
言
ふ
よ
り

は
、
幼
馴
染
み
と
言
っ
た
方
が
当
た
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。」

（
八
木
毅
氏
「
万
葉
集
、『
伝
説
歌
人
』」『
梅
澤
伊
勢
三
先
生
追
悼

記
紀
論
集
』
579
頁
。
平
成
四
年
三
月
。
続
群
書
類
聚
完
成
会
）
と
は

み
な
し
難
く
、
一
方
、

４
）「
男
ど
も
の
求
婚
」
に
い
う
「
垣
ほ
成

す
人
の
誂
ふ
」
な
か
か
ら
抜
け
出
て
、

５
）に
「
相
結
婚
ひ
為
け

る
」
と
い
う
「
よ
ば
ひ
」
に
せ
よ
、
か
の
八
千
矛
神
の
「
よ
ば
ひ
」

（
古
事
記
上
巻
）
に
相
手
の
沼
河
比
売
が
容
易
に
は
応
じ
な
か
っ
た

よ
う
に
、
ま
し
て

６
）「
あ
ら
そ
い
」
に
い
う
熾
烈
な
「
立
ち
向
か

ひ
競
ひ
し
」
と
い
う
最
中
に
、
一
方
な
い
し
二
人
と
も
が
処
女
と
情

を
交
わ
し
あ
え
る
は
ず
が
な
い
。

２
）
３
）に
い
う
籠
も
っ
た
ま
ま

の
状
態
が
、

４
）の
「
男
ど
も
の
求
婚
」、

５
）の
「
よ
ば
い
」、

６
）の
「
あ
ら
そ
い
」
と
続
く
な
り
ゆ
き
上
、
世
間
と
も
二
人
と
も

直
接
的
な
交
流
な
い
し
つ
な
が
り
を
欠
け
ば
こ
そ
、
遠
来
の
千
沼
壮

士
に
、
そ
の
困
難
や
情
熱
に
思
い
を
馳
せ
て
処
女
が
一
途
に
恋
慕
の

情
を
寄
せ
る
に
至
る
こ
と
は
必
然
的
な
趨
勢
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。

こ
の
暗
黙
の
展
開
を
承
け
る
の
が
、
処
女
の
死
後
に
千
沼
壮
士
の

み
た
夢
で
あ
る
。
こ
の
間
の
展
開
を
、
改
め
て
次
に
示
す
。

７
）

処
女
の
心
中
告
白

吾わぎ
妹も
子こ
が
母
に
語
ら
く

倭し
文づ
手た
纏まき
賤いや
し
き
吾
が
故ゆゑ

大ます
夫らを
の

荒
争
あ
ら
そ

ふ
見
れ
ば

生
け
り
と
も
合
ふ
べ
く
有
れ
や

し
し
く
し

ろ
黄
泉
に
待
た
む
と

８
）

処
女
の
自
死

隠こもり沼ぬ
の
下
延
し
た
は

へ
置
き
て

打
ち
歎なげ
き
妹
の
去い
ぬ
れ
ば

９
）

血
沼
壮
士
の
後
追
い

血ち
沼ぬ
壮
士
を
と
こ

其そ
の
夜
夢
に
見

取
り
次つづ
き
追
ひ
去ゆ
き
け
れ
ば

８
）の
「
妹
の
去い
ぬ
れ
ば
」
を
承
け
、
そ
れ
に

９
）が
「
取
り
次
き

追
ひ
去ゆ
き
け
れ
ば
」
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
去
き
先
が
当
日
去

っ
た
妹
、
す
な
わ
ち
冥
界
の
妹
の
も
と
で
あ
る
こ
と
も
、
お
の
ず
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
先
行
す
る

６
）ま
で
の
展
開
に
ひ
き
続
い
て

７
）に
「
生
け
り
と
も
合
ふ
べ
く
あ
れ
や

し
し
く
し
ろ
黄
泉
に
待

た
む
」
と
い
う
処
女
の
覚
悟
を
、
そ
れ
は
承
け
る
。
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従
来
、
こ
の
「
黄
泉
に
待
た
む
」
に
着
目
し
た
論
考
は
少
な
く
な

い
。『
萬
葉
集
釋
注
五
』
で
は
、
特
に
錦
織
浩
文
氏
の
「
高
橋
虫
麻

呂
の
『
菟
原
処
女
が
墓
を
見
る
歌
』」（
岡
大
国
文
論
稿
第
23
号
）
を

取
り
上
げ
、「
こ
の
論
文
は
、
菟
原
処
女
が
言
っ
た
『
し
し
く
し
ろ

黄
泉
に
待
た
む
』
の
表
現
を
重
視
し
、
長
歌
に
お
い
て
は
、
黄
泉
の

国
（
あ
の
世
）
で
結
ば
れ
た
い
と
い
う
娘
子
の
願
い
が
う
た
わ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
こ
の
願
い
が
、
妻
争
い
の
た
め
に
、
黄
泉
の
国
で
も

墓
の
中
で
も
か
な
え
ら
れ
な
い
と
う
た
わ
れ
て
い
る
と
見
た
上
で
、

本
書
が
問
題
と
し
た
第
二
反
歌
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
、
新
し
い
解

釈
を
施
し
て
い
る
」（
釈
文
。
243
頁
）
と
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し

「
こ
の
願
い
が
（
中
略
）
黄
泉
の
国
で
も
墓
の
中
で
も
か
な
え
ら
れ

な
い
」
と
み
な
す
こ
と
じ
た
い
、
私
に
は
肯
い
が
た
い
。

一
方
、「
こ
の
『
黄
泉
に
待
た
む
』
と
い
う
ヲ
ト
メ
の
意
志
は
、

万
葉
集
に
お
い
て
特
異
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
中
川
ゆ
か
り
氏
「
菟

原
処
女
の
墓
を
見
る
歌
」（
前
掲
『
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
七
巻
）

は
、
こ
の
「
発
想
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
文

学
、
特
に
次
の
『
為

焦
仲
卿
妻

作
』（『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）
の
よ

う
な
作
品
の
影
響
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
（
小
島
憲
之
「
伝
説
歌
の
表

現
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
中
』
塙
書
房
、
昭
39
）。」（
278

頁
）
と
断
っ
た
上
で
、
当
該
『
玉
台
新
詠
』
の
一
節
を
示
す
。
便
宜
、

次
に
そ
の
解
釈
を
引
用
す
る
。

焦
仲
卿
と
そ
の
妻
は
黄
泉
に
至
っ
て
も
仲
良
く
し
よ
う
と
言
い

交
わ
す
仲
で
あ
っ
た
が
、（
婚
家
を
追
わ
れ
、
再
婚
を
強
い
ら

れ

榎
本
要
約
）
追
い
つ
め
ら
れ
た
妻
は
焦
仲
卿
に
「
黄
泉

の
下
に
相
見
え
む
、
今
日
の
言
に
違
ふ
こ
と
な
か
れ
」
と
言
っ

て
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
帰
る
。
焦
仲
卿
は
母
に
死
の
決

意
を
告
げ
、
妻
の
死
を
知
る
や
自
分
も
経
死
す
る
。

こ
う
し
た
「
黄
泉
で
再
び
会
う
」、
さ
ら
に
「〞
死
後
の
世
界
で
会

う
〝
と
い
う
発
想
」
を
め
ぐ
っ
て
、「
菟
原
ヲ
ト
メ
の
伝
承
を
よ
ん

だ
歌
の
中
で
、
男
が
後
を
追
っ
て
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
は
っ
き
り
と

よ
ま
れ
る
の
が
虫
麻
呂
歌
だ
け
で
あ
る
の
も
、『
黄
泉
に
待
た
む
』

と
い
う
ヲ
ト
メ
の
意
志
を
受
け
て
、
そ
れ
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。」（
280
頁
）
と
指
摘
す
る
。
こ
の
中
川
説
に
対
し
て
、
内
田

賢
徳
氏
前
掲
論
考
は
「
二
人
は
、
言
わ
ば
夢
で
し
め
し
あ
わ
せ
て
死

を
共
に
す
る
。」
と
前
置
き
し
て
、
直
後
に
「
暗
号
文
で
死
の
決
意

を
知
ら
せ
る
『
捜
神
記
』
韓

の
妻
、『
黄
泉
下
相
見
、
勿

違
今
日

言
』
と
約
し
て
池
に
入
水
す
る
『
玉
台
新
詠
』
焦
仲
卿
の
妻
と
、
方

法
は
異
な
る
が
、
死
の
決
意
を
知
ら
せ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。」

（
271
頁
）
と
説
く
。
中
川
氏
が
い
わ
ば
死
後
の
再
会
に
焦
点
を
当
て

る
と
す
れ
ば
、
内
田
氏
は
死
の
決
意
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
そ
こ
に
読

み
と
る
。
も
ち
ろ
ん
、
知
ら
せ
る
こ
と
じ
た
い
、
そ
の
知
ら
せ
を
受

け
た
血
沼
壮
士
と
の
死
後
再
会
を
予
定
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
両
説
に

本
質
的
な
違
い
は
な
い
。

遡
れ
ば
、
内
田
氏
所
掲
の
『
捜
神
記
』
の
例
を
契
沖
が
出
典
と
し
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て
挙
げ
、
こ
れ
を
小
島
前
掲
書
が
批
判
し
て
『
玉
台
新
詠
』
の
例
に

よ
る
と
す
る
新
説
を
示
し
た
と
い
う
経
緯
を
た
ど
る
が
、
し
か
し
、

こ
の
先
行
説
が
依
拠
し
た
と
す
る
対
象
は
、
あ
く
ま
で
、
長
歌
の

「
反
歌
」
二
首
の
う
ち
の
、
次
の
第
二
反
歌
で
あ
る
。

墓
の
上
の
木こ
の
枝え
靡なび
け
り

聞
き
し
如ごと

千
沼
壮
士
に
し
依よ
り

に
け
ら
し
も

小
島
説
で
は
、「
中
国
の
伝
説
に
は
塚
と
樹
木
を
物
語
る
も
の
が
か

な
り
多
く
、
述
異
記
（
百
子
全
書
本
、
巻
上
）
に
も
、
戦
国
の
時
、

出
征
し
た
夫
を
思
つ
て
死
ん
だ
一
女
子
の
話
が
残
る
（「
妻
思
而
卒
、

既
葬
、
塚
上
生

木
、
枝
葉
皆
向

夫
所

在
而
傾
、
因
謂

之
相
思

木

」）。
こ
の
や
う
な
塚
と
樹
木
や
『
葉
々
相
交
通
』
な
ど
の
暗
示

に
よ
つ
て
、
虫
麻
呂
は
「（
右
掲
第
二
反
歌
略

榎
本
）」
の
如
き

表
現
を
加
へ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。」（
1117
頁
）
と
付
言
し
て
さ

え
い
る
が
、
長
歌
に
は
一
切
言
及
が
な
い
。
中
川
、
内
田
両
氏
の
指

摘
は
、
く
だ
ん
の
「
黄
泉
に
待
た
む
」
に
ま
で
「
中
国
の
伝
説
」

（
小
島
説
）
と
の
関
連
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
に
な
お
見
直
し
な
い

し
再
検
討
を
要
す
る
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

十
四
、
冥
婚
と
合
葬

そ
も
そ
も
『
捜
神
記
』
の
つ
た
え
る
韓

と
そ
の
妻
、『
玉
台
新

詠
』
の
焦
仲
卿
と
そ
の
妻
の
い
ず
れ
も
、
夫
妻
の
関
係
で
あ
り
、

の
ば
あ
い
、
王
に
奪
わ
れ
た
妻
の
自
死
の
意
を
知
っ
て
自
殺
、
後
に

妻
も
「
願
以

屍
骨
、
賜

合
葬
」
と
認
め
た
遺
書
を
残
し
て
自
死

す
る
。
焦
仲
卿
の
ば
あ
い
も
、
前
掲
中
川
氏
の
解
釈
の
通
り
、
そ
の

「
吾
独
向

黄
泉

」
と
い
う
覚
悟
の
言
葉
に
妻
が
「
黄
泉
下
相
見
、

勿

違

今
日
言

」
と
応
じ
て
、
二
人
と
も
自
死
を
決
行
す
る
。
生

前
に
夫
と
妻
と
も
に
来
世
で
の
再
会
を
期
し
、
自
死
に
よ
り
そ
の
目

的
を
達
成
し
た
こ
と
を
、
墓
の
側
の
木
が
「
根
交

於
下
、
枝
錯

於

上

」（
捜
神
記
）、「
枝
枝
覆
蓋
、
葉
葉
相
交
通
」（
玉
台
新
詠
）
と

い
う
状
態
を
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
す
。
中
川
氏
の
い
う
「
黄
泉

で
再
び
会
う
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
夫
妻
に
こ
そ
相
応
し
い
。
類
例
を

一
つ
加
え
れ
ば
、『
玉
台
新
詠
』
の
「
青
青
河
辺
草
篇
」（
巻
二
「
楽

府
七
首
」）
に
つ
た
え
る
「
生
存
無

会
期
、
要

君
黄
泉
下

」
も
、

万
里
遠
く
離
れ
て
帰
ら
ぬ
夫
と
は
生
き
て
会
う
期
無
く
、
死
後
に
再

会
を
託
す
妻
の
切
な
い
胸
の
う
ち
を
あ
ら
わ
す
。

く
だ
ん
の
「
黄
泉
に
待
た
む
」
は
、
右
の
よ
う
に
「
黄
泉
で
再
び

会
う
」
が
前
提
と
す
る
肝
腎
な
夫
と
妻
と
い
う
関
係
に
は
な
く
、
そ

の
引
き
裂
か
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
来
世
に
再
会
を
期
す
外
な
い
状
況
に

も
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
特
異
が
際
立
つ
。
処
女
の
死
を
、
処
女
の

自
死
し
た
「
そ
の
夜
夢
に
見
」
と
い
う
夢
に
始
め
て
知
り
、
そ
の
直

後
に
怪
し
む
こ
と
も
躊
躇
も
な
く
「
取
り
次
き
追
ひ
去
き
」
と
い
う

展
開
に
あ
っ
て
、
血
沼
壮
士
の
こ
の
追
い
去
く
先
こ
そ
、
処
女
が

「
黄
泉
に
待
た
む
」
と
夢
に
告
げ
て
待
つ
黄
泉
で
あ
る
。
こ
こ
で
二

人
が
会
い
、
そ
れ
は
結
婚
に
お
の
ず
か
ら
つ
な
が
る
。
こ
の
黄
泉
で
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の
結
婚
は
、
ま
さ
に
冥
婚
に
当
た
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
冥
婚
に
は
、
右
の
よ
う
に
黄
泉
を
場
と
す
る
死

者
同
士
の
結
婚
と
、
ま
た
別
に
冥
界
の
者
（
多
く
は
女
性
）
と
の
結

婚
と
の
少
な
く
と
も
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。
小
南
一
郎
氏
『
中
国
の

神
話
と
物
語
り
』（
そ
の
第
四
章
「
二

死
霊
と
し
て
の
神
女
た

ち
」。
一
九
八
四
年
二
月
。
岩
波
書
店
）
が
、
系
統
に
分
け
て
は
い

な
い
が
、
そ
の
双
方
に
当
た
る
事
例
に
つ
い
て
も
広
く
論
じ
て
い
る
。

い
ま
こ
れ
を
参
照
し
て
み
る
に
、
前
者
に
次
の
例
を
挙
げ
る
。

大
和
六
年
、
明
帝
の
愛まな
娘むすめの
淑
が
薨
じ
た
。
淑
を
追
封
し
諡
おくりなし

て
平
原

公
主
と
な
し
、
廟
を
建
て
た
。

皇
后
の
死
ん
だ
従

孫
の
黄
と
一
緒
に
合
葬
し
、
黄
を
追
封
し
て
列
侯
と
な
し
た
。

（『
三
国
志
』「
魏
書
」
巻
五
）

年
若
く
し
て
未
婚
の
ま
ま
死
ん
だ
男
女
を
合
葬
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

冥
界
で
結
婚
さ
せ
る
と
い
う
こ
う
し
た
例
を
、
小
南
氏
は
「
冥
婚
の

行
事
」「
冥
婚
の
風
習
」（
267
頁
）
と
み
な
す
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て

は
「
奇
妙
に
な
ま
な
ま
し
い
再
生
譚
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
六
朝
期

に
こ
の
一
類
の
説
話
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
」（
264
頁
）
と
説
く
。
そ

の
例
を
小
南
氏
は
三
例
掲
げ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
例
に
「
夢
」
が

か
か
わ
る
。
念
の
た
め
そ
の
二
例
を
、
こ
こ
に
必
要
な
部
分
に
限
っ

て
次
に
引
用
す
る
。

晋
の
時
代
の
こ
と
、
広
州
太
守

孝
将
の
息
子
の
馬
子
は
、
年

は
二
十
余
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
り
厩
中
に
寝
て
い
る
と
、Ａ

）夢
に

十
七
八
の
娘
が
現
れ
た
。
娘
が
言
う
に
は
、
自
分
は
前
の
太
守

の
徐
玄
方
の
娘
で
、
若
く
し
て
死
に
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は

ま
ち
が
い
で
あ
っ
て
、
八
十
歳
ま
で
生
き
る
寿
命
が
あ
っ
た
の

で
す
。Ｂ

）い
ま
蘇
生
を
許
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
は
あ
な
た
の

援
助
が
必
要
で
す
。Ｃ

）あ
な
た
の
妻
と
な
し
、
私
の
た
の
む
通
り

に
し
て
、
救
っ
て
下
さ
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
、
と
。
馬
子
は
そ

れ
を
承
諾
し
た
。（
以
下
略
）

武
都
太
守
の
李
仲
文
は
、
郡
に
在
任
中
に
十
八
歳
の
娘
を
死
な

せ
、
仮
に
郡
城
の
北
に
葬
っ
た
。
か
わ
っ
て
太
守
と
な
っ
た
張

世
之
に
は
、
子
長
と
い
う
字
の
二
十
歳
の
息
子
が
あ
っ
た
。
子

長
が
厩
に
い
た
と
き
、Ａ

）夢
に
李
仲
文
の
娘
が
現
れ
て
言
う
に
は
、

私
は
前
の
太
守
の
娘
で
、
不
幸
に
し
て
早
く
死
に
ま
し
た
。Ｂ

）い

ま
再
生
す
る
こ
と
に
な
り
、
あ
な
た
が
気
に
入
っ
て
や
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
夢
が
五
六
夜
も
続
い
た
あ
と
、
昼

間
に
そ
の
娘
が
や
っ
て
来
て
、Ｃ

）子
長
と
夫
婦
に
な
っ
た
。（
以

下
略
）

文
中
わ
た
く
し
に
傍
線
を
付
し
た

Ａ
）以
下
の
展
開
の
一
致
は
明
ら

か
で
あ
り
、
前
者
が
再
生
に
成
功
す
る
一
方
、
後
者
は
そ
れ
に
失
敗

す
る
と
い
う
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
こ
れ
ら
の
奇
妙
に
な
ま
な

ま
し
い
再
生
譚
の
背
後
に
、
若
死
に
し
た
女
性
（
恐
ら
く
は
未
婚
の

女
性
）
は
、
一
度
幽
霊
の
ま
ま
で
現
世
の
男
性
と
交
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
枯
骨
に
肉
が
付
い
て
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
信
仰
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が
生
き
て
存
在
し
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」（
266

頁
）
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
さ
き
に
引
用
し
た
『
三
国
志
』
の
つ
た

え
る
「
冥
婚
の
風
習
」
の
こ
の
「
再
生
譚
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い

て
も
、「
そ
う
し
て
こ
の
風
習
も
、
幼
く
し
て
死
ん
だ
男
女
の
死
後

の
仮
の
結
婚
が
再
生
を
も
た
ら
す
と
い
う
観
念
を
背
景
に
し
た
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
示
唆
に
富
む
言
及
が
あ
る
。

こ
の
小
南
説
を
め
ぐ
っ
て
は
、
所
掲
の
用
例
の
出
典
、
校
異
等
を

含
め
、
拙
稿
「『
古
事
記
』
の
黄
泉
譚
と
志
怪
小
説
」（『
佛
教
大
学

文
学
部
論
集
』
第
七
十
九
号
。
平
成
七
年
三
月
）
に
検
証
し
て
い
る

の
で
、
詳
細
は
こ
れ
に
譲
る
と
し
て
、
重
要
な
の
は
、
冥
婚
と
再
生

譚
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
の
関
連
の
上
で
は
、
当
然
、
再
生
譚
は
冥

婚
を
下
敷
き
な
い
し
土
台
と
し
て
成
り
た
つ
で
あ
ろ
う
。
未
婚
の
ま

ま
死
ん
だ
娘
が
、
前
掲
文
中
の
傍
線
部

Ａ
）の
よ
う
に
若
い
男
の
夢

に
立
ち
、
そ
う
し
て
結
婚
の
意
向
を
告
げ
る
と
、
男
は
そ
れ
に
応
じ

て
夫
婦
と
な
る
。
ま
さ
に
菟
原
処
女
が
自
死
し
た
あ
と
、
血
沼
壮
士

の
夢
に
立
ち
「
黄
泉
に
待
た
む
」
と
告
げ
る
と
、
血
沼
壮
士
が
「
取

り
次
き
追
ひ
去
き
」
と
い
う
展
開
に
重
な
る
。
一
方
、
こ
の
男
女
を

埋
葬
し
た
あ
と
、
反
歌
に
「
墓
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り

聞
き
し
如

血
沼
壮
士
に
し
依
り
に
け
ら
し
も
」
と
う
た
う
靡
く
枝
に
は
前
述
の

と
お
り
相
思
樹
が
あ
た
り
、
ま
た
そ
れ
を
つ
た
え
る
『
玉
台
新
詠
』

に
「
両
家
求

合
葬
、
合

葬
華
山
傍

」
と
い
う
「
合
葬
」
が
冥
婚

を
前
提
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
こ
の
合
葬
、
冥
婚
の
連
関

が
「
枝
枝
相
覆
蓋
、
葉
葉
相
交
通
」
と
い
う
相
思
樹
に
つ
な
が
っ
た

こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
疑
い
を
容
れ
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
、
相
思
樹
に
関
連
し
た
所
伝
の
基
本
を
も
と
に
、
そ

れ
の
黄
泉
で
の
夫
婦
再
会
を
若
い
男
女
の
結
婚
（
冥
婚
）
に
移
し
換

え
る
上
に
、
合
葬
が
冥
婚
に
つ
な
が
る
こ
と
を
そ
こ
に
踏
ま
え
て
い

る
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
踏
ま
え
れ
ば
こ
そ
、
か
の
再

生
譚
の
夢
を
め
ぐ
る
類
型
の
応
用
に
つ
な
が
っ
た
に
違
い
な
い
。
妻

争
い
が
、
た
だ
に
そ
の
争
う
二
人
よ
り
以
上
に
、
そ
の
争
い
の
も
と

と
な
っ
た
女
性
に
焦
点
を
当
て
た
展
開
に
装
い
を
新
た
に
す
る
。
従

来
の
妻
争
い
と
の
違
い
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
自
死
し
た
菟
原
処
女

の
そ
の
い
わ
ば
霊
が
血
沼
壮
士
を
黄
泉
に
誘
う
の
だ
か
ら
、
前
述
の

浦
嶋
子
を
神
女
が
常
世
に
誘
う
か
た
ち
に
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
一
致

す
る
。
こ
の
一
致
と
、
浦
嶋
子
の
常
世
行
き
に
亀
を
登
場
さ
せ
な
い

こ
と
と
が
連
動
す
る
。
異
界
行
き
を
め
ぐ
る
こ
の
伝
説
そ
う
ご
の
重

な
り
は
、
も
と
よ
り
偶
然
で
は
あ
り
得
な
い
。

十
五
、
伝
説
歌
四
首
の
相
互
対
応
と
そ
の
意
味

一
部
だ
と
は
い
え
、
そ
れ
が
構
造
に
根
ざ
す
以
上
、
菟
原
処
女
と

浦
嶋
子
と
の
こ
の
両
者
の
伝
説
の
重
な
り
は
、
延
い
て
は
、
小
稿
の

始
め
に
掲
げ
た
四
伝
説
歌
に
立
ち
返
れ
ば
、

二
）と

四
）に
当
た
り
、

も
う
一
組
の
重
な
り
、
す
な
わ
ち

一
）の
珠
名
娘
子
と

三
）の
真
間

娘
子
と
の
そ
れ
に
対
応
す
る
。

一
）と

三
）は
、
同
じ
東
国
の
隣
接
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す
る
地
に
名
高
い
女
性
を
主
人
公
と
す
る
恋
と
死
を
め
ぐ
る
伝
説
で

あ
り
、
あ
く
ま
で
そ
の
地
に
根
ざ
す
。
一
方
、

二
）の
浦
嶋
子
は
常

世
に
至
っ
て
そ
こ
で
神
女
と
結
婚
し
、

四
）の
菟
原
処
女
も
自
死
に

よ
り
黄
泉
で
血
沼
壮
士
と
結
ば
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
異
界
を
舞
台

と
し
て
そ
こ
で
始
め
て
成
り
た
つ
結
婚
を
共
有
す
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
伝
説
を
成
り
た
た
せ
る
根
幹
、
い
わ
ば
主
題
そ

の
も
の
ま
で
、
伝
説
間
の
対
応
は
著
し
い
。
振
り
返
り
に
な
る
が
、

一
）の
珠
名
娘
子
の
伝
説
で
は
、
色
香
に
迷
う
男
ど
も
に
対
し
て
娘

子
が
「
た
は
る
」、
す
な
わ
ち
淫

に
ふ
る
ま
い
、「
犯
夜
」
の
男
の

訪
れ
に
「
身
を
た
な
知
ら
ず
」
に
出
て
逢
う
と
い
っ
た
常
軌
を
逸
し

た
行
動
に
出
る
。

二
）の
浦
嶋
子
は
、
端
的
に
「
世
間
の
愚
人
」
さ

ら
に
「
お
そ
や
こ
の
君
」
な
ど
の
批
判
を
受
け
る
。
二
つ
の
伝
説
に

共
通
す
る
の
は
、
人
間
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
抗
い
が
た
い
愚
か

さ
に
向
け
た
虫
麻
呂
の
冷
厳
か
つ
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、

三
）の
真
間
娘
子
、

四
）の
菟
原
処
女
と

も
に
、
苛
酷
な
状
況
に
あ
っ
て
自
死
を
選
択
す
る
。
真
間
娘
子
の
そ

の
死
に
つ
い
て
は
、「
な
に
す
と
か
」
と
突
き
放
し
て
疑
問
を
な
げ

か
け
る
も
の
の
、
反
歌
に
「
立
ち
平
し
水

ま
し
け
む

手
児
名
し

念
ほ
ゆ
」
と
限
り
な
い
同
情
を
寄
せ
る
。
そ
の
死
を
不
可
解
と
し
な

が
ら
、
心
か
ら
痛
む
哀
切
の
念
が
著
し
い
。
人
物
詠
を
表
看
板
に
掲

げ
な
い

四
）は
、
そ
う
し
た
批
評
め
い
た
う
た
い
か
た
と
は
無
縁
だ

け
れ
ど
も
、
や
は
り
菟
原
処
女
を
は
じ
め
妻
争
い
に
散
っ
た
男
女
を

痛
む
心
情
は
否
む
べ
く
も
な
い
。
そ
の
痛
み
を
、
と
も
に
「
遠
き

代
」
の
出
来
事
と
し
な
が
ら
、

三
）に
「
昨
日
し
も
見
け
む
が
ご
と

も

念おも
ほ
ゆ
る
か
も
」、

四
）ま
た
「
新
喪
の
如
も
哭ね
泣な
き
つ
る
か

も
」
と
あ
た
か
も
昨
日
、
今
日
み
ず
か
ら
体
験
し
た
事
実
に
根
ざ
す

心
情
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
す
。

伝
説
を
、
こ
う
し
て
今
の
自
分
に
ひ
き
受
け
て
う
た
う
。

二
）の

浦
嶋
子
の
伝
説
で
さ
え
、
確
か
に
冒
頭
に
「
古
の
事
」
と
断
っ
て
も
、

最
後
は
こ
の
伝
説
の
主
人
公
の
「
水
江
の
浦
嶋
子
が
家
地

いへどころ
見
ゆ
」

と
結
ぶ
。
浦
嶋
子
が
そ
れ
こ
そ
全
て
を
失
う
に
至
る
原
因
と
も
い
う

べ
き
家
が
か
つ
て
実
在
し
た
そ
の
地
を
、
今
ま
さ
に
目
の
当
た
り
に

し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
虫
麻
呂
は
伝
説
の
現
場
に
身
を
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
伝
説
を
、
空
想
あ
る
い
は
夢
物
語
か
ら
現
に
実
在
し
た
人

物
や
そ
の
人
物
に
ま
つ
わ
る
伝
承
へ
と
転
換
す
る
。
こ
の
「
家
地
」

に
は
、

二
）の
真
間
娘
子
の
「
真
間
の
井
」
や

四
）の
菟
原
処
女
の

「
奥おくつき
」
が
対
応
す
る
。

一
）の
珠
名
娘
子
の
ば
あ
い
、
そ
う
し
た

物
証
を
欠
く
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
を
必
要
と
し
な
い
今
の
現
実
を
生

き
る
女
性
と
い
う
位
置
づ
け
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
虫
麻
呂
の
う
た

う
伝
説
歌
を
貫
く
こ
の
現
実
あ
る
い
は
実
在
に
、
そ
れ
こ
そ
リ
ア
リ

テ
ィ
を
賦
与
す
る
の
が
、
上
述
の
と
お
り
全
て
に
共
通
す
る
律
令
の

利
用
で
あ
る
。
こ
れ
も
逐
一
言
及
し
た
と
お
り
ど
の
伝
説
の
主
人
公

も
と
り
ど
り
に
異
様
を
特
徴
と
す
る
が
（
128
頁
参
照
）、
異
様
な
れ

ば
こ
そ
、
そ
う
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
担
保
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
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た
が
い
に
分
か
ち
難
く
関
連
す
る
こ
れ
ら
四
伝
説
歌
は
、

一
）の

珠
名
娘
子
歌
（
雑
歌
、
一
七
三
八
、
九
）
に

二
）の
浦
嶋
子
歌
（
同
、

一
七
四
〇
、
一
）
が
続
く
一
方
、

三
）の
真
間
娘
子
歌
（

歌
、
一

八
〇
七
、
八
）
に

四
）の
菟
原
処
女
歌
（
同
、
一
八
〇
九
、
一
〇
、

一
一
）
が
続
く
と
い
う
よ
う
に
、
雑
歌
、

歌
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
立

の
下
に
直
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
つ
な
が
り
が
、
右
に
述
べ
た

四
伝
説
歌
そ
う
ご
の
分
か
ち
難
い
関
連
と
無
縁
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。

念
の
た
め
こ
の
つ
な
が
り
と
関
連
と
を
も
と
に
、
各
伝
説
歌
を
表
に

ま
と
め
て
み
る
に
、
次
の
よ
う
に
整
然
と
し
た
対
応
関
係
が
際
立
つ
。

こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
に
、
ま
ず
は
偶
然
の
介
在
す
る
余
地
な
ど
あ

り
得
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
同
一
部
立
内
の
番
号
の
連
続
は
、「
高

橋
虫
麻
呂
歌
集
」
か
ら
一
括
し
て
採
っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の

も
と
の
「
歌
集
」
に
四
伝
説
歌
が
ま
と
ま
っ
て
存
在
し
て
い
た
事
実

を
も
の
が
た
る
。
そ
の
ま
と
ま
り
が
、
ま
た
別
の
推
測
を
誘
う
。

最
後
に
そ
れ
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
伝
説
歌
の
成
り
た
ち
の
上

で
は
、
菟
原
処
女
の
霊
が
血
沼
壮
士
を
黄
泉
に
待
つ
か
た
ち

四
）と
、

神
女
が
浦
嶋
子
を
常
世
に
誘
う
か
た
ち

三
）と
の
間
に
成
り
た
つ
こ

の
相
互
対
応
は
、
虫
麻
呂
が
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
構
造
上
も
対
応
す

る
か
た
ち
を
と
っ
た
、
ま
さ
し
く
は
か
ら
い
に
よ
る
と
み
る
の
が
筋

で
あ
る
。
家
を
忘
れ
る
浦
嶋
子

二
）も
、
身
を
た
な
知
ら
ず
の
珠
名

娘
子

一
）と
の
対
応
の
所
産
、
ま
た
「
花
の
如
咲
み
て
立
て
れ
ば
」

を
共
有
す
る

一
）と

三
）は
、
そ
の
共
有
す
る
一
句
を
軸
に
対
応
を

は
か
っ
て
成
り
た
つ
と
み
て
恐
ら
く
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
来
、
伝
説
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
成
り
た
つ
と
み
る
の
が
通
例

で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
右
の
事
実
は
、
伝
説
歌
そ
う
ご
に
対
応
を
も

ち
、
そ
の
対
応
を
演
出
す
る
力
学
の
も
と
に
成
り
た
つ
こ
と
を
強
く

示
唆
す
る
。
小
稿
は
、
そ
の
一
端
を
わ
ず
か
に
瞥
見
し
た
だ
け
に
と

ど
ま
る
。
今
後
、
こ
の
力
学
が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
伝

説
歌
を
成
り
た
た
せ
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
の
解
明
が
急
務
で
あ

る
。
個
別
に
歌
に
取
り
組
む
だ
け
の
旧
弊
に
泥
ん
で
ば
か
り
い
て
は
、

少
く
と
も
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
の
真
相
は
恐
ら
く
捉
え
難
い
。

部
立

東

国

異

界

批
評

雑
歌

一
）

身
を
た
な
知
ら
ず

二
）

常
世
（
神
婚
）

愚
か
さ

歌

三
）

身
を
た
な
知
り
て

四
）

黄
泉
（
冥
婚
）

痛
ま
し
さ
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