
一
読
ま
九
て
い
な
い
歌
 
 

博
 
 
万
葉
集
に
は
訓
め
て
い
て
読
ま
れ
て
い
な
い
歌
が
存
外
に
多
い
。
異
説
が
多
数
対
立
し
て
い
て
も
、
古
来
、
人
々
に
よ
っ
て
厳
し
 
 
 

く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
ひ
と
ま
ず
読
ま
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
文
学
の
解
釈
に
お
い
て
、
定
説
な
ど
、
望
む
 
 

蘇
 
べ
く
も
な
く
、
そ
こ
に
は
、
作
者
自
身
さ
え
解
釈
を
定
立
し
え
な
い
性
格
の
ひ
そ
む
の
が
常
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 

伊
 
問
題
ほ
、
む
し
ろ
、
簡
単
に
訓
め
る
歌
に
あ
る
。
平
仮
名
や
片
仮
名
等
に
た
や
す
く
移
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
か
よ
う
な
歌
 
 
 

歌
の
場
合
、
す
で
忙
そ
れ
だ
け
で
読
み
え
た
も
の
と
し
て
軽
く
扱
わ
れ
、
歌
の
入
口
の
あ
た
り
な
見
る
だ
け
で
全
貌
を
押
え
た
と
錯
 
 
 

覚
L
が
ち
で
あ
る
。
万
葉
歌
に
は
か
よ
う
な
待
遇
を
受
け
て
い
る
歌
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
二
首
な
ど
、
そ
の
 
 

典
型
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 

山
上
臣
憶
良
詠
二
秋
野
花
－
歌
二
首
 
 

7
†
ノ
′
】
■
 
 
 
 
サ
ー
こ
’
ル
ハ
ナ
’
 
 
 
オ
ヨ
ビ
ト
ロ
 
カ
 
†
カ
ゾ
フ
レ
バ
 
 
ナ
ナ
ク
サ
ノ
ハ
ナ
 
 
 
川
秋
野
示
 
咲
市
花
乎
 
指
折
 
可
佐
敷
者
 
七
種
花
 
其
山
 
（
一
五
三
七
）
 
 

ハ
ギ
ガ
 
ハ
ナ
 
 
’
バ
ナ
タ
ズ
バ
ナ
 
 
ナ
ヂ
シ
つ
 
ガ
 
ハ
ナ
 
 
オ
・
i
ナ
ヘ
シ
 
 
 
▼
オ
フ
ゲ
バ
カ
†
 
丁
サ
ガ
ホ
 
ガ
 
ハ
ナ
 
 

㈱
芽
之
花
 
乎
花
菖
花
 
選
麦
之
花
 
姫
部
志
 
文
藤
袴
 
朝
貢
之
花
 
其
二
 
（
一
五
三
八
）
 
 

右
は
、
秋
の
七
草
を
詠
じ
た
歌
と
し
て
著
名
な
、
山
上
臣
憶
良
の
歌
。
 
 

訓
ほ
、
ま
ず
、
第
一
首
の
「
指
折
」
に
、
あ
り
う
る
異
訓
と
し
て
ユ
ビ
ヲ
リ
テ
（
童
豪
抄
〕
が
あ
り
、
武
田
全
註
釈
■
窪
田
評
釈
等
 
 

6
6
 
の
支
持
を
得
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
、
初
旬
・
結
句
の
普
通
名
詞
「
秋
野
」
「
七
種
花
」
を
除
い
て
は
、
付
属
語
の
表
記
が
 
 

一
・
且
 
 
 

高
 
菜
 
歌
 
繹
 
往
 
 

伊
 
藤
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て
い
ね
い
に
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ユ
ピ
ヲ
リ
テ
と
訓
ま
せ
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
原
文
は
、
当
時
の
慣
例
に
拠
っ
て
「
指
折
 
 

而
」
と
記
L
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
指
」
は
集
中
に
こ
の
山
例
の
み
で
、
ユ
ビ
・
オ
ヨ
ピ
と
も
、
上
代
に
仮
名
吾
の
確
例
は
存
在
し
 
 

な
い
け
れ
ど
も
、
中
古
に
は
例
が
多
い
（
後
述
）
。
こ
こ
は
、
万
葉
集
略
解
の
発
明
に
従
っ
て
、
オ
ヨ
ビ
ヲ
リ
と
訓
ず
べ
き
と
こ
ろ
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

次
に
、
第
二
首
の
第
一
句
、
第
二
有
、
第
六
句
ほ
、
通
常
、
ハ
ギ
ノ
ハ
ナ
、
ナ
デ
シ
コ
ノ
ハ
ナ
、
ア
サ
ガ
ホ
ノ
ハ
ナ
と
訓
ま
れ
て
 
 

い
る
。
こ
れ
は
、
集
中
、
「
ノ
」
と
も
「
ガ
」
と
も
訓
ま
せ
る
の
忙
あ
て
る
原
文
の
「
之
」
に
つ
い
て
、
下
接
す
る
語
と
の
距
離
を
 
 

狭
く
意
識
す
る
「
〃
こ
を
あ
て
る
か
、
広
く
意
識
す
る
「
ノ
」
を
あ
て
る
か
の
遣
い
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
訓
ん
で
も
、
そ
の
語
の
 
 

内
質
を
板
木
か
ら
左
右
す
る
に
ほ
至
ら
な
い
。
た
だ
、
音
数
か
ら
言
っ
て
当
然
そ
う
訓
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、
第
一
首
の
初
句
、
結
 
 

句
で
は
助
詞
「
ノ
」
に
当
る
表
記
を
省
い
て
い
る
の
に
、
そ
の
連
れ
合
い
の
第
二
百
で
は
す
べ
て
こ
と
さ
ら
に
「
之
」
の
字
を
用
い
 
 

て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、
第
二
首
の
「
之
」
に
つ
い
て
は
悉
く
「
ガ
」
と
訓
む
こ
と
を
求
あ
皇
息
志
表
示
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
 
 

し
て
、
の
ち
に
論
述
す
る
こ
と
ど
も
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
ほ
「
ガ
」
と
訓
む
こ
と
こ
そ
が
、
作
者
憶
良
の
心
に
よ
り
多
く
添
 
 

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
は
言
え
、
「
ノ
」
と
訓
ん
で
も
敢
の
本
質
に
変
り
は
な
く
、
二
首
の
訓
は
根
幹
の
と
こ
 
 

ろ
で
安
定
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 
 
 

こ
う
し
て
こ
の
二
首
、
訓
に
格
別
に
問
囁
と
す
べ
き
箇
所
も
な
く
、
訓
ん
で
し
ま
え
ば
意
ほ
そ
の
と
お
り
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
 
 

古
来
、
七
草
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
物
捗
ら
し
く
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
歌
そ
の
も
の
と
し
て
い
か
な
る
働
き
な
持
ち
い
か
な
 
 

る
命
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
総
体
と
L
て
は
、
評
価
は
き
わ
め
て
低
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
第
一
首
に
対
し
て
ほ
、
鴻
巣
全
釈
に
、
「
短
歌
の
形
式
忙
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
ま
で
で
、
全
く
散
文
形
式
の
凡
作
で
あ
 
 

る
。
但
し
こ
れ
は
内
容
を
見
る
べ
き
も
の
で
、
詩
と
し
て
の
価
値
を
論
ず
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
」
と
あ
り
、
藤
森
総
釈
に
は
、
「
非
 
 

常
に
有
名
な
歌
で
あ
る
が
、
作
品
と
し
て
の
価
値
ほ
あ
ら
た
め
て
言
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
」
と
あ
る
。
↓
方
、
第
二
首
に
対
し
て
ほ
、
 
 

や
は
り
藤
森
総
釈
に
、
「
一
五
三
七
の
名
詞
止
も
一
向
効
果
的
で
な
い
が
、
更
に
、
一
五
三
八
の
歌
に
い
た
つ
て
は
、
只
花
の
名
を
 
 

声
律
的
に
な
ら
べ
た
だ
け
で
あ
つ
て
、
一
首
と
し
て
ほ
、
芸
術
的
価
値
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
、
土
星
私
注
た
も
、
「
短
 
 

歌
と
旋
頭
歌
を
遊
べ
て
、
一
つ
の
内
容
を
現
ほ
す
と
い
ふ
新
し
い
工
夫
は
あ
る
が
、
内
容
そ
の
も
の
ほ
、
全
く
の
記
載
文
で
あ
つ
て
、
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別
に
取
り
上
げ
る
程
の
特
色
も
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
 
 
 

だ
が
、
ほ
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
見
る
目
を
変
え
て
二
首
の
内
容
を
追
求
す
る
な
ら
ば
、
二
首
は
二
首
で
も
っ
と
深
い
意
味
 
 

を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
本
稿
に
は
思
わ
れ
る
。
以
下
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
述
べ
て
み
よ
う
。
 
 

二
 
億
良
と
子
供
た
ち
 
 

脚
注
に
こ
と
さ
ら
「
其
〓
「
其
二
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
首
は
二
百
力
を
合
せ
て
秋
の
七
草
 
 

の
名
を
確
認
し
た
歌
で
あ
る
。
第
一
首
は
総
説
、
第
二
首
は
細
説
、
あ
る
い
は
、
第
一
首
は
提
起
、
第
二
首
ほ
解
答
と
い
う
こ
と
も
 
 

で
き
よ
う
。
相
侯
っ
て
一
つ
の
こ
と
を
言
い
慕
わ
す
こ
の
二
首
に
お
い
て
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
首
の
第
三
、
四
句
「
指
 
 

折
り
か
き
数
ふ
れ
ば
」
で
あ
る
。
一
首
は
、
こ
こ
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表
現
を
わ
ざ
わ
ざ
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
か
き
数
ふ
」
の
「
か
き
」
は
動
詞
「
掻
く
」
の
連
用
形
が
接
頭
語
化
し
た
こ
と
は
。
指
先
で
行
う
動
作
を
表
わ
す
動
詞
に
接
続
 
 

む
だ
 

す
る
こ
と
が
多
く
、
「
か
き
入
る
」
「
か
き
分
く
」
「
か
き
結
ぷ
」
か
き
抱
く
」
「
か
き
弾
く
」
「
か
き
拳
ぐ
」
「
か
き
着
く
」
「
か
き
探
 
 

た
な
 
る
」
「
か
き
刈
る
」
「
か
き
棄
つ
」
「
か
き
曇
る
」
「
か
き
垂
る
」
「
か
き
鳴
ら
す
」
「
か
き
掴
む
」
「
か
き
招
く
」
「
か
き
撫
づ
」
「
か
き
 
 

廻
る
」
な
ど
例
が
多
い
。
原
義
を
遠
く
喪
失
し
た
語
も
あ
れ
ば
、
原
義
を
か
な
り
残
す
語
も
あ
る
。
こ
こ
は
、
大
伴
家
持
の
「
か
き
 
 

数
ふ
二
上
山
」
（
1
7
四
〇
〇
六
）
 
と
も
ど
も
、
原
義
の
揺
曳
し
て
い
る
用
法
と
見
な
し
え
よ
う
。
上
に
「
指
折
り
」
と
あ
り
、
そ
の
支
 
 

配
を
強
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

で
あ
れ
ほ
、
秋
の
野
に
七
種
の
花
が
あ
る
こ
と
を
限
定
す
る
た
め
に
は
、
逆
に
、
「
指
折
り
」
な
ど
と
こ
と
さ
ら
言
う
必
要
が
な
 
 

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
。
例
え
ば
、
 
 

秩
の
野
に
 
咲
き
に
ほ
ふ
花
 
く
さ
ぐ
さ
に
 
あ
れ
ど
も
我
れ
ほ
 
七
種
の
花
 
 

と
で
も
歌
う
こ
と
が
充
分
に
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
の
方
が
無
駄
の
な
い
歌
忙
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

み
 
 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
指
折
り
か
き
数
ふ
れ
ば
」
は
、
今
現
に
、
憶
良
が
手
の
指
を
折
っ
て
数
え
る
動
作
の
投
影
に
ち
が
 
 

い
な
い
と
思
わ
れ
て
く
る
。
さ
よ
う
な
動
作
を
伴
っ
て
い
る
が
故
に
、
こ
と
さ
ら
「
指
折
り
か
き
数
ふ
れ
ば
」
と
言
っ
た
も
の
で
、
 
 

そ
れ
は
動
作
に
付
随
し
て
お
の
ず
か
ら
に
起
る
形
腰
説
明
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
立
場
か
ら
、
一
首
を
現
代
語
 
 
 

ひ  
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や
っ
て
指
折
り
撃
毒
見
る
と
、
七
種
の
花
、
そ
ら
、
 
ゆ
ぴ
お
 
 

聞
 
に
移
す
な
ら
ば
ー
「
秋
の
野
に
咲
い
て
い
る
花
、
そ
の
花
を
、
い
い
か
、
こ
う
 
 

七
種
の
花
が
あ
る
ん
だ
ぞ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

指
を
折
っ
て
見
せ
て
、
「
七
種
の
花
」
を
提
示
す
る
よ
う
な
相
手
、
そ
れ
は
誰
か
。
大
人
で
ほ
あ
る
ま
い
。
か
な
ら
ず
子
供
た
ち
 
 

で
あ
ろ
う
。
い
い
大
人
た
ち
に
か
よ
う
な
振
舞
い
を
す
れ
ば
、
大
道
商
人
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
苦
笑
を
買
う
ば
か
り
か
、
罵
声
す
ら
 
 
 

浴
び
か
ね
な
い
。
も
と
よ
り
、
子
供
の
集
団
の
閉
り
に
、
何
人
か
の
大
人
が
見
物
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
大
人
は
物
好
き
な
傍
 
 
 

観
者
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
ま
っ
た
く
関
係
は
な
い
。
 
 

そ
こ
で
、
関
連
L
て
思
わ
れ
る
の
ほ
、
「
指
」
を
オ
ヨ
ビ
と
呼
ぶ
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
和
名
類
粟
抄
 
 

（
巻
三
、
十
巻
本
ほ
券
二
一
）
 
に
、
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
次
の
通
り
。
 
 

指
唐
韻
云
指
朗
読
現
出
比
手
指
也
。
拙
諾
諸
相
指
間
也
。
 
 
 

拇
国
語
註
云
拇
胆
振
諾
於
大
指
也
口
 
 
 

食
指
左
伝
云
食
指
鞘
詣
器
詣
第
二
指
也
。
 
 
 

中
指
儀
礼
云
中
指
詔
諾
第
三
指
也
口
 
 
 

無
名
指
孟
子
云
無
名
指
譜
糖
々
第
四
指
也
。
 
 
 

季
婚
儀
礼
云
季
晶
叢
小
指
璧
監
。
 
 

ユ
ピ
 

ー
ゴ
ビ
 
 
 

右
の
「
和
名
由
比
、
俗
云
於
与
比
」
に
よ
れ
ば
、
中
古
初
期
に
お
い
て
、
ユ
ビ
は
普
通
の
呼
称
、
オ
ヨ
ビ
は
俗
の
呼
称
で
あ
っ
た
 
 

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
類
栗
名
義
抄
に
も
、
「
指
」
に
エ
ビ
・
オ
ヨ
ビ
の
両
訓
が
あ
り
、
ま
た
、
オ
ホ
オ
ヨ
ビ
（
拇
〕
・
オ
ホ
ユ
ビ
（
将
・
 
 

母
指
・
大
指
）
 
の
両
形
を
伝
え
る
他
、
ヒ
ト
サ
シ
ノ
エ
ビ
（
食
指
）
 
の
形
も
記
し
残
し
て
お
り
、
上
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
、
別
段
支
 
 

障
を
来
さ
な
い
。
ま
た
、
土
佐
日
記
に
「
た
ゞ
日
の
経
ぬ
る
数
を
、
今
日
い
く
か
、
は
つ
か
、
み
そ
か
と
か
ぞ
ふ
れ
ば
、
お
よ
ぴ
も
 
 

損
ほ
れ
つ
べ
し
」
〔
正
月
二
十
日
）
、
伊
勢
物
語
に
 
「
そ
こ
な
り
け
る
岩
に
、
お
よ
ぴ
の
血
し
て
書
き
つ
け
け
る
」
（
三
十
四
段
）
と
あ
 
 

り
、
オ
ヨ
ビ
は
散
文
に
は
例
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
和
歌
に
は
存
し
な
い
こ
と
も
、
右
の
点
と
か
か
わ
り
が
あ
る
の
か
も
L
れ
な
い
。
 
 
 

4  



ユ
ビ
の
確
例
を
上
代
に
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
エ
ビ
ー
オ
ヨ
ピ
の
対
比
は
す
で
に
上
代
か
ら
あ
っ
た
と
見
て
大
 
 
 

過
な
い
で
あ
ろ
う
。
和
名
抄
に
い
う
五
指
の
呼
称
は
、
大
日
太
古
文
毒
の
東
大
寺
奴
婦
籍
帳
な
ど
に
ふ
ん
だ
ん
に
見
え
る
。
 
 

奴
豊
足
 
年
冊
五
、
右
手
か
卦
掛
症
、
右
目
本
男
子
。
（
一
t
「
天
平
勝
宝
二
年
九
月
五
日
）
 
 

稗
広
山
女
 
年
鮨
八
、
左
大
指
俣
黒
子
二
左
耳
羽
黒
子
一
。
（
三
、
天
平
勝
宝
三
年
八
月
二
十
且
 
 

編
苫
奴
大
井
 
年
冊
九
、
左
手
小
籍
症
。
（
六
、
宝
亀
三
年
十
二
月
三
十
日
）
 
 

単
首
婦
真
宅
女
 
年
六
十
六
、
右
中
指
症
。
（
同
右
）
 
 

ヽ
、
 
 

編
首
稗
猪
中
女
 
年
珊
五
、
右
手
食
指
黒
子
。
（
同
右
）
 
 

第
一
例
「
名
克
指
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
ほ
訓
読
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
（
杉
村
俊
男
「
奈
良
朝
由
実
用
文
に
お
け
る
痍
文
 
 
 

件
の
和
風
化
に
つ
い
て
－
正
倉
院
文
書
を
中
心
に
－
」
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
二
十
二
号
な
ど
参
照
）
。
だ
が
、
右
の
「
指
」
が
ユ
ビ
か
オ
 
 

博
 
ヨ
ビ
か
ほ
、
不
明
。
和
名
妙
に
い
う
五
指
の
呼
称
が
、
す
で
に
上
代
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
表
忙
確
立
し
て
い
た
以
上
ほ
、
当
面
 
 
 

の
歌
の
オ
ヨ
ビ
の
一
方
に
、
和
名
抄
に
い
う
ユ
ビ
の
呼
称
も
存
し
た
と
推
定
し
て
大
き
く
は
誤
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
 
 

藤
 
オ
ヨ
ビ
が
俗
の
呼
称
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
は
、
子
供
相
手
の
歌
に
お
け
る
言
葉
と
し
て
ほ
ま
こ
と
に
ぴ
っ
た
り
だ
と
言
え
 
 

伊
 
よ
う
。
 
 

さ
て
、
「
指
折
り
か
き
数
ふ
れ
ば
」
が
、
子
供
相
手
り
、
指
折
り
数
え
る
動
作
の
投
影
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
相
倶
っ
て
一
つ
の
 
 

と
な
L
ゐ
 
 
 

内
容
を
示
す
第
二
首
ほ
、
当
然
、
指
折
り
数
え
る
の
に
応
じ
な
が
ら
、
「
七
垣
の
花
」
を
唱
え
挙
げ
た
歌
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
 
 

と
こ
ろ
が
、
一
首
が
さ
よ
う
な
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
言
葉
が
、
そ
こ
に
あ
る
。
第
五
句
の
「
又
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
 
 

こ
こ
で
、
な
ぜ
、
第
五
句
に
「
又
」
の
語
を
入
れ
る
旋
頭
歌
形
式
を
呼
び
込
ん
だ
の
か
。
そ
こ
で
、
第
四
句
ま
で
の
「
花
」
の
数
 
 
 

を
敢
え
て
み
る
と
、
ち
ょ
う
ど
五
つ
に
な
る
。
抽
萩
の
花
、
抽
尾
花
、
如
意
の
花
、
抽
な
で
し
こ
の
花
、
伺
お
み
た
え
し
。
五
つ
は
、
 
 

ま
ぎ
れ
も
な
く
片
手
の
指
五
木
に
当
る
。
こ
れ
は
、
片
手
（
右
手
で
あ
ろ
う
）
を
高
々
と
掲
げ
、
子
供
に
向
け
て
数
え
て
見
せ
る
行
為
 
 

こ
ぶ
し
 
 

そ
の
も
の
を
ま
ぎ
ま
ざ
と
想
起
さ
せ
る
。
五
つ
を
数
え
き
れ
は
、
掲
げ
た
手
は
握
り
拳
に
な
る
。
次
の
花
を
、
持
を
折
っ
て
数
え
て
 
 
 

見
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
改
め
て
左
手
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
問
題
の
「
又
」
ほ
、
ま
さ
に
、
そ
の
左
手
の
拇
指
 
 

揖
 
を
新
た
に
折
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
六
番
目
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
語
、
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
に
用
い
ら
れ
た
吉
葉
で
あ
る
は
ず
 
l
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は
な
く
、
数
え
挙
げ
て
示
す
動
作
の
流
れ
か
ら
必
然
的
に
呼
び
込
ま
れ
た
語
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
辺
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
一
首
を
現
代
語
に
移
す
な
ら
、
次
の
ご
と
く
に
な
ろ
う
。
 
 
 

一
つ
萩
の
花
、
二
つ
尾
花
三
つ
に
薔
の
花
、
四
つ
に
な
で
L
こ
の
花
。
う
ん
さ
よ
う
、
五
つ
に
お
み
な
え
し
。
ほ
ら
、
そ
れ
に
 
 

ま
だ
あ
る
ぞ
、
六
っ
藤
袴
、
七
つ
朝
顔
の
花
。
う
ん
さ
よ
う
、
こ
れ
が
秋
の
七
萄
の
花
な
の
さ
。
 
 
 

こ
の
 
「
又
」
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
鴻
巣
全
釈
に
は
、
「
音
数
の
都
合
で
入
れ
た
も
の
」
 
と
説
く
。
こ
れ
が
古
今
の
大
方
の
見
 
 

解
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
指
折
り
か
き
数
ふ
れ
ば
」
 
を
重
視
す
べ
し
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
〓
詣
は
妙
に
過
ぎ
る
位
置
に
存
す
る
の
 
 

で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
理
解
で
通
過
す
べ
き
で
ほ
あ
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
、
こ
の
数
え
挙
げ
は
、
同
じ
旋
頭
歌
形
式
で
も
、
 
 

ぱ
孜
 
 

萩
が
花
 
尾
花
葛
花
 
な
で
し
こ
が
花
 
藤
袴
 
を
み
な
へ
し
花
（
「
を
み
な
へ
し
又
」
）
 
朝
顔
が
花
 
 

の
形
で
も
唱
い
え
た
は
ず
で
あ
り
、
き
ら
に
ま
た
、
短
歌
形
式
と
し
て
、
 
 

あ
盲
が
ほ
 
 

▲
ち
ば
か
ま
 
 

は
ぎ
セ
は
な
 
 
く
ず
 
 

萩
尾
花
 
葛
を
み
た
へ
し
 
藤
袴
 
な
で
し
こ
が
花
 
朝
顔
が
花
 
 

と
唱
う
こ
と
も
充
分
に
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
う
し
な
か
っ
た
の
ほ
、
「
又
」
が
、
「
指
折
り
か
き
数
ふ
」
る
動
作
に
伴
っ
 
 

て
、
必
然
の
語
と
し
て
呼
び
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

「
又
」
ほ
、
集
中
、
副
詞
と
し
て
、
帯
び
こ
別
と
同
じ
く
、
の
着
で
用
い
ら
れ
る
の
を
習
い
と
す
る
（
5
八
田
七
、
げ
四
〇
一
一
な
 
 

ど
五
三
例
〕
。
対
し
て
、
目
下
の
例
は
、
万
葉
歌
の
中
で
こ
の
一
つ
だ
け
が
並
列
・
付
加
の
療
続
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
上
ま
た
、
 
 

別
に
ま
た
、
の
意
を
示
す
と
さ
れ
て
い
る
。
憶
長
の
こ
の
特
異
な
「
又
」
に
つ
い
て
ほ
、
小
島
意
之
「
万
葉
語
の
解
釈
と
出
典
の
問
 
 

題
」
（
万
葉
集
大
成
訓
話
篇
上
、
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
第
六
章
）
・
井
手
至
「
憶
長
の
用
語
〝
そ
れ
″
と
〝
ま
た
″
」
（
万
葉
琴
一
 
 

十
六
号
〕
 
の
考
察
に
詳
し
い
。
す
な
わ
ち
、
 
 

こ
の
並
列
式
の
用
法
も
湊
籍
の
用
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
仏
名
を
な
ら
べ
る
漢
訳
仏
典
に
は
特
に
こ
の
用
法
が
多
く
、
 
 
 

記
紀
の
文
章
に
も
例
が
少
く
な
い
。
こ
れ
は
憶
良
が
散
文
語
を
歌
の
中
に
試
み
た
新
し
い
手
法
と
も
云
へ
る
。
な
ほ
こ
竺
一
首
 
 

に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
其
こ
「
其
二
」
 
の
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
も
文
選
、
玉
台
新
詠
た
ど
を
始
め
例
が
多
く
（
文
選
、
張
茂
克
「
勅
 
 
 

志
一
首
」
、
張
載
「
擬
四
愁
詩
」
四
首
な
ど
）
、
特
に
文
館
詞
林
残
巻
の
人
部
贈
答
詩
に
は
数
多
の
例
が
あ
り
、
憶
長
の
注
記
も
、
詩
 
 

の
形
式
を
学
ん
だ
結
果
で
あ
る
。
斉
明
紀
や
万
葉
集
巻
十
六
な
ど
、
湊
籍
の
表
現
の
多
い
巻
に
こ
の
「
其
こ
「
英
二
」
な
ど
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の
例
が
見
出
さ
れ
る
の
は
そ
れ
を
裏
記
す
る
。
（
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
中
b
九
六
四
貢
）
 
 

と
は
、
小
島
氏
の
考
案
、
 
 

助
字
「
又
」
に
も
事
物
附
加
の
用
法
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た
憶
良
は
、
漢
文
の
文
中
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
「
又
」
を
 
 
 

使
用
す
る
が
如
く
に
、
そ
の
翻
読
語
と
し
て
ま
さ
に
そ
の
用
法
に
相
当
す
る
散
文
語
「
ま
た
」
を
和
歌
の
中
に
取
り
入
れ
た
と
 
 
 

考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
万
葉
歌
人
の
中
で
誰
も
そ
れ
を
試
五
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
憶
良
ほ
、
こ
の
や
う
に
助
字
「
又
」
を
 
 

和
歌
の
修
辞
に
応
用
し
、
「
女
郎
花
ま
た
藤
袴
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
 
 

と
ほ
、
井
手
氏
の
考
察
。
 
 
 

両
氏
の
こ
の
見
解
は
、
二
首
を
子
供
相
手
の
歌
と
見
る
本
稿
の
考
察
と
背
反
し
、
本
稿
に
と
っ
て
い
ち
じ
る
し
い
不
利
を
も
た
ら
 
 

す
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
L
か
し
、
両
氏
の
考
案
に
立
脚
し
て
も
、
こ
の
「
又
」
が
当
時
散
文
忙
は
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
て
 
 

い
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
が
当
時
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
も
、
難
解
な
語
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
を
見
の
が
す
べ
 
 

お
上
び
 
 

き
で
は
な
い
。
と
く
に
そ
れ
が
散
文
語
と
し
て
固
定
し
て
い
た
と
す
れ
は
、
場
面
の
上
で
、
第
一
首
の
俗
称
「
指
」
に
応
じ
て
す
な
 
 

お
た
調
和
を
見
せ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
憶
艮
に
、
 
‡
か
リ
レ
そ
わ
は
j
i
 
 
 

憶
良
ら
は
 
今
ほ
罷
ら
む
 
子
泣
く
ら
む
 
其
彼
母
も
 
我
を
待
つ
ら
む
ぞ
（
3
三
三
七
）
 
 

さ
た
け
・
主
㌫
 
 

と
い
う
、
宴
を
罷
る
に
あ
た
っ
て
吟
詔
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
歌
が
あ
る
の
だ
が
（
拙
著
『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
第
±
革
帯
一
節
）
、
こ
 
 

の
第
三
句
「
其
」
も
、
先
掲
の
井
手
論
文
お
よ
び
小
島
論
文
に
説
く
よ
う
に
、
も
と
も
と
漢
籍
の
会
話
の
風
情
を
示
す
部
分
な
ど
に
 
 

多
く
見
ら
れ
、
日
本
書
紀
に
も
多
用
さ
れ
て
い
る
強
調
語
と
し
て
の
助
字
の
用
法
を
歌
に
持
ち
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
 
 

は
ん
1
．
と
く
 
 

よ
っ
て
も
、
保
証
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
が
漢
籍
語
を
靭
読
し
た
用
法
で
あ
る
こ
と
と
、
耳
で
聴
き
取
る
場
に
お
け
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
 
 

と
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
矛
盾
す
る
わ
け
で
ほ
な
い
。
 
 
 

第
一
、
漢
文
の
助
字
と
て
、
文
辞
の
呼
吸
を
見
す
ま
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
に
据
え
ら
れ
る
わ
け
で
 
 

ほ
な
い
。
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
先
に
口
語
訳
し
た
よ
う
な
子
供
に
向
っ
て
の
口
頭
語
を
、
歌
に
化
し
て
歌
録
の
片
隅
に
記
し
た
 
 

あ
げ
つ
ろ
 
 

も
の
が
当
面
の
二
首
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
は
、
（
そ
の
可
能
性
は
低
く
ほ
な
い
）
、
こ
と
ご
と
し
く
論
う
必
要
が
な
く
な
る
。
 
 

ツ
ゾ
†
寸
′
オ
ナ
プ
寸
憂
 
 

そ
し
て
、
巣
箱
の
「
又
」
〔
「
且
」
「
復
」
と
も
）
に
か
か
わ
る
当
面
の
接
続
詞
「
ま
た
」
は
、
続
百
∵
同
文
と
も
い
う
ペ
き
副
詞
の
「
ま
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丁
イ
〆
マ
タ
ベ
ツ
マ
タ
 

た
」
に
対
し
、
間
又
・
別
又
と
も
称
す
べ
き
語
で
、
上
の
語
や
句
に
対
し
て
間
を
作
り
転
換
を
促
す
働
き
を
持
つ
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

こ
れ
ほ
、
右
手
か
ら
左
手
に
換
え
て
改
め
て
六
つ
目
を
数
え
る
呼
吸
に
、
絶
妙
な
形
で
対
応
す
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
「
其
一
」
「
英
 
 

二
」
の
由
来
は
、
小
島
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、
斉
明
紀
歌
謡
の
例
も
（
一
一
三
～
二
田
二
一
六
～
〓
八
∵
二
 
 

っ
た
真
最
中
の
詠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
即
座
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
戸
令
に
記
す
次
の
一
文
で
あ
る
。
 
あ
り
Å
し
伊
づ
泉
ん
わ
う
蜜
さ
あ
ぎ
 
 

ま
 
 

九
～
一
二
一
・
一
二
六
～
一
二
八
〕
、
万
葉
巻
十
六
の
例
も
〔
三
七
九
四
～
ユ
ニ
八
〇
二
〕
、
も
と
も
と
謡
い
物
と
し
て
連
を
な
L
て
い
た
り
 
 

（
紀
）
、
謡
い
物
と
し
て
詠
ま
れ
た
り
（
万
）
し
た
作
ば
か
り
で
、
す
べ
て
口
蘭
性
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
記
載
と
し
て
は
漢
詩
の
形
 
 

式
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
注
記
を
持
つ
歌
ほ
、
そ
れ
故
に
謡
い
物
に
密
着
す
る
と
見
て
大
過
な
い
。
当
面
の
二
首
も
、
 
 

本
稿
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
慣
例
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
、
山
上
憶
艮
の
「
秋
野
の
花
を
詠
む
歌
二
首
」
に
つ
い
て
、
子
供
た
ち
に
向
っ
て
、
事
実
、
十
本
の
指
を
折
り
な
が
ら
、
秋
 
 

の
七
種
の
花
を
数
え
挙
げ
た
歌
、
も
し
く
は
数
え
挙
げ
な
投
影
す
る
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
 
 

い
つ
、
ど
こ
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
知
り
た
く
な
る
。
 
 
 

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
二
首
を
収
め
る
巻
八
の
「
秋
雑
歌
」
に
ほ
、
天
平
一
、
二
年
の
憶
艮
の
七
夕
歌
を
中
心
と
す
る
一
五
二
 
 

〇
～
一
五
三
T
と
天
平
二
年
秩
の
詠
と
見
ら
れ
る
大
伴
旅
人
の
歌
一
五
四
一
～
一
五
四
二
と
が
大
事
府
関
係
の
歌
に
な
っ
て
お
り
、
 
 

そ
れ
以
外
に
は
太
宰
府
関
係
の
歌
は
な
い
点
で
あ
る
。
問
題
の
二
首
は
、
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
太
宰
府
関
係
歌
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
 
 

し
か
も
、
憶
良
の
都
で
の
歌
は
一
五
二
〇
～
一
五
三
一
の
前
に
据
え
ち
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
巻
八
「
秋
社
歌
」
全
体
ほ
時
代
順
配
列
 
 

を
基
本
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
ど
も
を
種
々
勘
案
す
れ
は
、
二
首
の
詠
作
時
期
ほ
、
天
平
二
年
〔
七
三
〇
〕
秋
と
推
断
さ
れ
る
。
 
 
 

天
平
二
年
秋
と
言
え
ば
、
憶
良
が
筑
前
国
守
で
あ
っ
た
其
最
中
で
あ
る
。
憶
良
は
、
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
の
暮
か
ら
天
平
三
年
 
 

〔
七
一
三
）
の
暮
ま
で
筑
前
国
守
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
憶
良
」
ハ
七
歳
か
ら
七
二
歳
。
問
題
の
二
百
が
、
さ
よ
う
な
国
守
の
任
に
あ
 
 

凡
ソ
国
ノ
守
ハ
、
年
毎
ニ
ー
タ
ビ
属
郡
二
巡
り
行
キ
テ
、
風
俗
ヲ
観
、
百
年
ヲ
問
ヒ
、
囚
徒
ヲ
録
シ
、
冤
桂
ヲ
埋
メ
、
詳
ラ
力
 
み
島
づ
さ
と
 
 

こ
政
刑
ノ
得
失
ヲ
察
、
百
姓
ノ
患
へ
苦
シ
プ
所
ヲ
知
り
、
敦
ク
ハ
五
教
ヲ
喩
シ
、
農
功
ヲ
勧
メ
務
メ
シ
メ
ヨ
。
云
々
 
 
 

右
は
当
時
の
国
守
の
任
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
属
郡
を
巡
行
し
て
風
俗
を
観
、
百
姓
の
患
え
苦
し
む
と
こ
ろ
を
知
る
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
れ
ば
、
そ
こ
こ
こ
で
、
か
な
ら
ザ
子
供
の
集
団
に
出
く
わ
し
た
は
ず
で
あ
る
。
い
な
む
し
ろ
、
子
供
た
ち
の
様
子
を
見
る
こ
と
 
 8   
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反
 
歌
 
 

し
ろ
が
ね
く
が
ね
た
ま
 
 
 

銀
も
 
金
も
玉
も
 
何
せ
む
に
 
ま
さ
れ
る
宝
 
子
に
し
か
め
や
も
（
八
〇
≡
）
 
 
 

瓜
を
食
み
、
栗
を
か
じ
る
筑
紫
の
子
供
た
ち
と
そ
の
風
俗
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
詠
じ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
第
二
作
を
含
む
嘉
摩
 
 

三
部
作
の
詠
作
日
時
 
（
原
文
に
ほ
「
揆
定
」
と
あ
る
）
 
は
、
「
七
月
二
十
一
日
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
瓜
と
栗
の
季
節
忙
合
う
、
 
 

陰
暦
の
秋
の
裏
表
中
で
あ
る
。
当
面
の
二
首
も
ま
ぎ
れ
も
な
く
秋
の
歌
だ
。
神
亀
五
年
〔
七
二
八
）
か
ら
二
年
後
の
天
平
二
年
（
七
三
 
 

〇
）
の
秋
に
も
、
い
ず
れ
か
の
属
郡
へ
の
憶
良
の
巡
行
が
あ
り
、
そ
こ
で
ま
た
し
も
憶
良
が
、
野
に
遊
ぶ
子
供
た
ち
に
接
し
、
八
〇
 
 

二
～
三
と
は
別
種
の
子
供
に
関
す
る
歌
を
詠
み
、
そ
れ
を
自
ら
の
歌
録
の
片
隅
に
、
そ
っ
と
書
き
と
ど
め
た
と
し
て
も
、
不
思
議
は
 
 

な
か
ろ
う
。
 
 
 

以
上
の
考
察
に
し
て
大
過
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
秋
の
光
の
さ
わ
や
か
に
注
ぐ
野
原
で
、
多
勢
の
子
供
た
ち
を
前
に
、
相
 
 

好
を
崩
し
な
が
ら
、
秋
の
七
草
を
数
え
挙
げ
る
、
好
々
爺
山
上
憶
良
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
姿
を
想
い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
 
 

は
、
世
間
の
底
辺
に
終
始
関
心
を
寄
せ
、
子
供
に
関
す
る
力
作
を
い
く
つ
も
残
し
た
、
い
か
に
も
憶
良
ら
し
い
質
と
言
え
よ
う
。
二
 
 

ヽ
′
た
 
 

首
は
、
子
供
に
関
す
る
憶
良
歌
の
う
ち
、
底
抜
け
に
明
る
く
、
ど
こ
か
暗
く
て
固
い
憶
良
を
知
る
者
に
は
い
た
く
救
わ
れ
る
思
い
が
 
 
 

も
、
「
風
俗
ヲ
観
、
百
姓
ノ
患
へ
苦
シ
プ
所
ヲ
知
」
る
こ
と
の
重
要
な
一
環
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
事
実
、
山
 
か
ま
こ
お
L
ワ
 
 

上
憶
良
は
、
神
色
五
年
（
七
二
八
）
の
七
月
、
尾
部
を
巡
行
し
、
嘉
摩
の
郡
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
巡
察
の
経
験
に
由
来
す
る
作
品
を
 
 

詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

い
わ
ゆ
る
嘉
摩
三
部
作
（
5
八
〇
一
～
八
〇
五
）
 
が
そ
れ
で
、
こ
の
三
部
作
の
中
に
ほ
、
第
二
作
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
子
供
に
関
 
 

す
る
歌
が
あ
る
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
、
「
子
等
を
思
ふ
歌
一
首
拝
せ
て
序
」
と
題
す
る
歌
で
あ
る
。
次
の
と
お
り
。
 
 

ら
ご
ら
 
 

釈
迦
如
来
、
金
口
に
正
し
く
説
き
た
ま
ほ
く
、
「
等
し
く
衆
生
を
思
ふ
こ
と
羅
眠
羅
の
ご
と
し
」
と
。
ま
た
説
き
た
ま
ほ
く
、
 
 

「
愛
は
子
に
過
ぎ
た
る
こ
と
な
し
」
と
。
至
極
の
大
聖
す
ら
忙
、
な
ほ
L
子
を
愛
し
た
ま
ふ
心
あ
り
。
い
は
む
や
世
間
の
菅
 
 

生
、
誰
れ
か
子
を
愛
せ
ず
あ
ら
め
や
。
 
 

き
 
 

し
 

瓜
食
め
ば
 
子
ど
も
思
ほ
ゆ
 
菜
食
め
ば
 
 

干
す
い
な
 
 

り
て
安
蘇
し
寝
さ
ぬ
（
八
〇
二
）
 
 

た
 
 

m
 
 

ま
し
て
偲
は
ゆ
 
い
づ
く
よ
り
 
来
り
し
も
の
ぞ
 
ま
な
か
ひ
に
 
も
と
な
か
か
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1
0
 
 

す
る
。
二
首
の
詠
出
の
内
実
を
以
上
の
よ
う
覧
る
か
ぎ
り
は
、
第
二
首
の
「
菖
之
花
」
「
犀
麦
乏
花
L
「
朝
員
之
花
」
の
「
之
」
に
 
 
 

は
、
「
ノ
」
よ
り
も
「
ガ
」
を
あ
て
る
方
が
よ
り
多
く
作
者
の
意
図
に
即
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
感
得
さ
れ
よ
う
。
 
 
 

そ
の
「
七
種
の
花
」
が
、
秋
の
「
七
種
の
花
」
と
し
て
都
の
人
々
の
あ
い
だ
で
す
で
に
固
定
し
て
い
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
 
 

こ
こ
で
憶
艮
が
任
意
に
七
つ
を
挙
げ
た
も
の
な
の
か
ほ
、
わ
か
ら
な
い
。
子
供
相
手
に
、
遊
び
興
じ
な
が
ら
も
「
七
種
の
花
」
の
名
 
 

を
呑
み
込
ま
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
都
な
ど
で
ほ
固
定
し
て
い
た
と
見
る
方
が
自
 
 

然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
恒
良
に
ほ
、
都
の
ふ
り
を
筑
紫
の
子
供
た
ち
に
教
え
、
子
供
の
野
遊
び
を
調
子
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
 
 

っ
た
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

秋
の
「
七
種
の
花
」
の
う
ち
、
集
中
に
、
萩
の
花
の
歌
ほ
一
四
二
首
。
尾
花
は
一
九
、
菖
の
花
ほ
一
八
首
。
そ
し
て
、
な
で
し
こ
 
 

の
花
が
二
六
首
、
お
み
な
え
し
の
花
が
一
四
首
。
藤
袴
は
こ
こ
の
一
例
だ
け
で
、
最
後
の
朝
顔
の
花
は
五
首
を
数
え
る
。
最
も
馴
染
 
 

の
深
い
花
が
初
旬
に
歌
わ
れ
、
あ
と
、
そ
れ
に
継
い
で
少
な
か
ら
ぬ
数
を
お
お
む
ね
同
じ
数
値
で
示
す
花
が
四
つ
続
き
、
そ
こ
で
五
 
 

指
が
閉
ぎ
さ
れ
、
握
り
拳
と
な
る
。
さ
て
改
め
て
左
手
拇
指
を
折
っ
て
屈
す
る
と
こ
ろ
に
、
集
中
こ
こ
だ
け
の
「
藤
袴
」
が
「
又
」
 
 

を
伴
っ
て
歌
わ
れ
、
最
後
忙
、
藤
袴
に
継
い
で
少
な
い
「
朝
顔
の
花
」
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
順
序
は
、
当
代
の
 
 

人
々
に
と
っ
て
の
秋
の
草
花
へ
の
馴
染
か
た
を
示
す
も
の
、
つ
ま
り
、
「
七
種
の
花
」
の
認
定
が
憶
艮
t
人
の
趣
向
に
基
づ
く
も
の
 
 

で
は
な
い
こ
と
を
告
げ
る
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
、
さ
よ
う
な
面
か
ら
見
て
も
、
「
藤
袴
」
ほ
、
改
め
て
左
手
に
換
え
て
数
え
加
え
 
 

る
六
番
目
の
位
置
に
、
「
又
」
と
い
う
折
目
を
持
た
せ
つ
つ
呼
び
こ
ま
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
ほ
り
、
先
に
 
 

試
み
に
示
し
た
旋
頭
歌
や
短
歌
の
形
で
は
、
憶
良
に
と
っ
て
意
に
添
う
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
ほ
、
第
一
首
の
総
説
・
提
起
に
対
す
る
細
説
・
解
答
と
し
て
、
第
二
首
が
重
く
て
印
象
を
異
に
す
る
旋
頭
歌
形
式
を
採
 
 

っ
た
必
然
性
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
細
説
・
解
答
の
歌
と
し
て
、
第
二
首
が
旋
頭
歌
形
式
で
唱
わ
れ
た
こ
と
は
、
二
百
の
映
像
を
 
 

高
め
る
た
め
に
、
つ
ま
り
、
秋
の
「
七
僅
の
花
」
が
何
で
あ
る
か
を
植
え
つ
け
る
た
め
に
、
効
力
甚
大
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
こ
の
「
七
種
の
花
」
の
う
ち
、
「
朝
顔
が
花
」
だ
け
が
、
今
日
の
花
の
ど
れ
に
当
る
か
を
明
ら
か
に
L
な
い
。
朝
顔
・
 
 

未
堪
・
昼
顔
・
桔
梗
な
ど
諸
説
が
あ
っ
て
決
し
な
い
。
が
、
新
扶
字
鏡
に
「
桔
梗
阿
佐
加
保
、
又
云
岡
止
々
支
」
と
あ
る
の
を
重
視
し
 
 
 



て
、
帯
幅
注
釈
に
、
「
新
撰
宇
鏡
を
疑
ふ
と
い
ふ
事
も
一
つ
の
態
度
で
あ
る
が
、
天
治
本
、
享
和
本
共
に
『
阿
佐
加
保
』
は
同
じ
で
 
 
 

あ
り
、
後
世
秋
の
七
草
と
い
ふ
場
合
に
も
朝
顔
や
昼
顔
を
入
れ
ず
桔
梗
を
入
れ
る
事
に
な
つ
て
ゐ
る
の
も
、
上
代
よ
り
の
云
ひ
伝
へ
 
 
 

を
残
し
た
も
の
と
し
て
見
る
べ
き
で
ほ
な
い
か
と
私
は
考
へ
る
」
と
あ
る
の
が
、
穏
当
な
見
方
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
藤
袴
」
ほ
、
 
 

河
畔
に
自
生
す
る
キ
ク
科
の
多
年
草
。
茎
の
頂
に
筒
状
の
淡
紫
色
の
小
花
を
群
っ
て
咲
か
せ
る
。
 
 

三
 
異
体
歌
の
中
の
旋
頭
歌
 
 

山
上
憶
良
の
「
秋
野
の
花
を
詠
む
歌
二
首
L
が
、
第
二
首
に
な
ぜ
旋
頭
歌
形
式
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
明
し
た
説
 
 

ほ
な
い
。
二
首
の
場
に
思
い
を
及
ぼ
し
た
説
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
短
歌
と
旋
頭
歌
と
を
混
え
て
一
 
 

団
の
歌
を
織
り
成
す
こ
と
ほ
、
集
中
、
憶
艮
の
こ
の
二
首
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
ほ
な
い
。
他
に
も
ま
だ
少
な
か
ら
ず
存
す
る
の
で
あ
 
 

博
 
る
が
、
そ
の
大
部
分
が
、
ロ
詞
の
場
を
持
つ
歌
群
の
中
に
旋
頭
歌
と
し
て
の
存
在
意
義
を
示
L
つ
つ
位
置
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
 
 

と
は
、
本
稿
の
如
上
の
解
釈
に
と
っ
て
看
過
す
る
わ
け
に
ほ
ゆ
か
な
い
。
 
 

蘇
 
 
旋
頭
歌
ほ
、
集
中
に
六
三
首
。
う
ち
、
四
一
首
が
巻
七
巻
十
一
に
、
人
麻
呂
歌
集
 
（
7
一
二
七
二
～
一
二
九
四
、
1
1
二
三
五
一
～
二
三
 
 

伊
 
六
二
）
・
古
歌
集
（
7
三
六
七
・
1
1
二
≡
ハ
三
～
二
三
六
七
）
の
歌
と
し
て
類
来
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
万
葉
歌
と
し
て
最
も
古
い
。
 
 

こ
れ
ら
は
異
体
の
歌
と
組
ん
で
場
を
有
す
る
わ
け
で
ほ
な
い
か
ら
、
当
面
の
対
象
に
ほ
な
ら
な
い
。
ま
た
、
奈
良
朝
の
旋
頭
歌
と
認
 
 

め
ら
れ
る
歌
、
7
一
二
九
五
二
四
〇
三
、
1
〇
一
八
八
七
～
一
入
八
八
二
二
三
〇
～
二
三
一
山
の
六
首
も
、
旋
頭
歌
と
銘
打
っ
て
、
 
 
 

類
粟
さ
れ
た
歌
群
の
末
尾
忙
あ
っ
た
り
、
あ
る
都
立
の
末
尾
に
異
類
の
物
の
ご
と
く
据
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
歌
な
の
で
、
問
う
対
 
 
 

象
忙
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
6
一
〇
一
八
、
8
一
五
四
七
二
五
四
九
二
六
一
〇
、
9
一
七
四
四
、
1
6
三
八
五
ニ
ュ
二
八
七
八
・
 
 

三
八
七
九
の
八
首
も
、
何
か
場
を
有
す
る
ら
し
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
、
独
立
す
る
旋
頭
歌
一
首
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
故
、
 
 

目
下
の
論
題
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
 
 

対
象
と
な
り
う
る
の
は
、
Ⅲ
4
五
二
九
、
囲
1
3
三
二
三
三
、
㈲
ほ
三
六
山
二
、
囲
ほ
≡
六
五
一
、
囲
1
5
三
六
六
二
、
㈲
些
二
八
八
 
 

二
、
回
1
7
四
〇
二
六
の
七
首
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
、
短
歌
も
し
く
は
長
歌
と
連
れ
立
っ
て
一
つ
の
歌
群
を
構
成
す
る
 
 

5
6
 
か
ら
で
あ
る
。
短
歌
も
し
く
は
長
歌
と
言
っ
て
も
、
長
歌
と
連
れ
立
つ
の
は
そ
の
反
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
た
拗
だ
け
で
、
残
り
ほ
こ
 
 

l
 
 

11   
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考
察
す
る
。
 
 
 

ま
ず
、
H
を
含
む
歌
群
は
次
の
と
お
り
。
 
 

Å
さ
と
つ
か
さ
 
 

京
職
藤
原
大
夫
、
大
伴
郎
女
に
贈
る
 
 

た
葺
く
し
一
り
 

と
ご
と
く
短
歌
と
共
存
し
て
い
る
。
 
 

う
た
 
 
 

旋
頭
歌
形
式
は
、
本
来
、
上
三
句
〔
五
・
七
・
七
）
を
甲
が
、
下
三
句
（
五
・
七
・
七
）
を
乙
が
唱
っ
て
合
せ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
詩
 
 

型
と
思
わ
れ
、
人
麻
呂
集
歌
な
ど
に
四
一
首
を
集
め
る
前
期
万
葉
 
（
い
わ
ゆ
る
万
葉
第
㌻
二
期
）
 
に
お
い
て
す
で
に
特
殊
な
形
式
と
 
 

見
ら
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
短
歌
が
普
通
の
詩
塾
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
天
平
の
世
に
お
い
て
は
、
ま
す
ま
す
日
常
性
 
 

と
は
無
縁
な
古
め
か
し
い
詩
聖
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
か
よ
う
な
詩
塑
を
、
普
遍
の
短
歌
群
の
中
に
据
え
た
 
 

り
そ
れ
と
合
せ
用
い
た
り
す
れ
ば
、
歌
の
流
れ
（
起
伏
・
展
開
）
に
変
化
の
妙
を
賦
与
す
る
の
に
大
い
に
効
果
が
あ
る
は
ず
だ
。
事
実
、
 
 

先
に
指
摘
し
た
Ⅲ
～
何
の
例
は
、
大
部
分
が
口
葡
の
場
で
用
い
ら
れ
、
国
有
の
存
在
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
回
向
㈱
の
≡
例
に
つ
い
て
は
、
別
稿
（
「
海
辺
に
し
て
月
を
望
る
歌
－
万
葉
集
巻
第
十
五
旋
頭
歌
の
論
－
」
国
語
と
国
文
学
昭
和
 
 

六
十
≡
年
十
二
月
号
）
に
お
い
て
詳
L
く
考
察
し
た
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
遣
新
羅
佳
人
一
行
の
集
団
歌
詠
（
短
歌
群
〕
 
の
場
で
活
用
 
 

さ
れ
、
伺
は
歌
群
の
冒
頭
、
固
は
歌
群
に
重
大
な
転
換
が
た
さ
れ
る
所
、
㈹
は
歌
群
を
締
め
く
く
る
所
で
詠
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
旋
頭
 
 

歌
形
式
と
L
て
の
効
用
を
発
揮
L
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
こ
で
ほ
、
そ
の
三
つ
を
腺
き
、
残
る
四
つ
に
つ
い
て
 
 

【
［
‘
1
、
。
｝
い
も
 
 

か
む
 
 

を
と
め
ら
が
 
玉
櫛
笥
な
る
 
玉
櫛
の
 
神
さ
び
け
む
も
 
妹
に
達
は
ず
あ
れ
ば
（
五
二
二
）
 
 

と
し
 

よ
く
渡
る
 
人
は
年
に
も
 
あ
り
と
い
ふ
を
 
い
つ
の
問
に
ぞ
も
 
我
が
恋
ひ
に
け
る
〔
五
二
三
）
 
 

し
た
 

い
も
 
 

む
∫
†
董
 
 

蒸
し
裏
 
な
ご
や
が
下
に
 
伏
せ
れ
ど
も
 
妹
と
し
寝
ね
ば
 
肌
L
寒
し
も
（
五
二
四
）
 
 

こ
た
 
 
 

大
伴
郎
女
、
和
ふ
る
歌
四
首
 
 

く
ろ
ま
く
上
 
 

こ
い
し
 
 

さ
は
が
は
 
 

佐
保
州
の
 
小
石
踏
み
渡
り
 
ぬ
ば
た
ま
の
 
黒
鳥
来
る
夜
は
 
年
に
も
あ
ら
ぬ
か
（
五
二
五
）
 
 

ち
ど
匂
な
 

千
鳥
鳴
く
 
佐
保
の
川
瀬
の
 
さ
ぎ
れ
波
 
や
む
時
も
な
し
 
我
が
恋
ふ
ら
く
は
（
五
二
六
）
 
 

釆
む
と
い
ふ
も
 
来
ぬ
時
あ
る
を
 
乗
じ
と
い
ふ
を
 
来
む
と
は
待
た
じ
 
来
じ
と
言
ふ
も
の
を
（
五
二
七
）
 
 

ち
ち
性
し
 

士 

な
く
 
 

か
は
と
 
 

千
鳥
鳴
く
 
佐
保
の
川
門
の
 
瀬
を
広
み
 
打
橋
渡
す
 
汝
が
来
と
思
へ
ば
（
五
二
八
〕
左
往
略
 
 

あ  

あ  

歌
≡
首
醐
詣
舶
用
 
か
む
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ま
た
大
伴
坂
上
郎
女
が
歌
一
首
 
 

か
く
 
 

佐
保
川
の
 
岸
の
つ
か
さ
の
 
柴
な
刈
り
そ
ね
 
あ
り
つ
つ
も
 
春
し
果
た
ら
ば
 
立
ち
隠
る
が
ね
（
五
二
九
）
 
 
 

右
は
、
藤
原
京
家
の
祖
、
麻
呂
と
若
き
日
の
大
伴
坂
上
郎
女
と
の
贈
答
歌
（
養
老
五
年
∧
七
二
一
∨
頃
〕
。
口
論
す
る
こ
と
を
第
一
義
 
 

と
し
た
歌
群
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
郎
女
の
旋
頭
歌
は
、
本
体
を
三
首
と
四
首
で
菜
し
た
あ
と
で
、
締
め
く
く
る
よ
う
に
、
重
ね
て
 
 

郎
女
が
贈
っ
た
も
の
。
時
久
し
く
逢
え
な
い
の
で
神
さ
び
た
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
（
五
二
二
）
、
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
 
 

で
も
我
慢
で
き
る
と
い
う
人
の
よ
う
で
は
と
て
も
あ
り
え
ず
（
五
二
三
）
、
ふ
か
ふ
か
と
し
た
夜
着
に
独
り
伏
せ
り
な
が
ら
肌
寒
く
時
 
 

を
過
し
て
い
る
 
（
五
二
四
）
 
と
い
う
麻
呂
の
歌
に
対
し
て
（
麻
呂
ほ
養
老
五
年
に
二
十
七
歳
）
、
郎
女
は
、
麻
呂
聖
二
首
の
中
心
を
な
す
 
 

第
二
首
 
（
室
一
三
）
 
に
主
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
ま
ず
、
起
承
転
結
と
隔
歌
対
応
の
構
造
を
織
り
交
え
る
四
首
を
返
し
た
。
 
 
 

ぎ
 
 

「
あ
な
た
を
乗
せ
た
黒
馬
の
来
る
夜
が
せ
め
て
一
年
に
一
度
で
も
あ
っ
て
く
れ
な
い
も
の
か
」
と
括
ぷ
第
一
首
 
（
五
二
五
）
 
は
、
 
 

皮
肉
で
あ
り
か
ら
か
い
で
あ
る
。
年
に
一
度
の
逢
瀬
で
も
待
て
る
な
ど
い
う
こ
と
旺
と
て
も
で
き
な
い
状
況
で
恋
い
焦
れ
て
い
る
と
 
 

述
べ
る
麻
呂
の
第
二
首
に
食
い
つ
い
て
、
そ
れ
な
ら
せ
め
て
年
に
一
度
で
も
お
い
で
に
な
っ
た
ら
い
か
が
、
ろ
く
に
通
っ
て
も
来
な
 
 

い
で
お
い
て
そ
ん
な
に
お
っ
し
ヤ
つ
て
も
お
悩
み
の
は
ど
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
や
り
返
し
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

続
く
第
二
首
（
五
二
六
）
ほ
、
第
一
首
（
五
二
五
〕
の
底
に
あ
る
心
を
哀
立
て
て
述
べ
た
も
の
。
正
直
な
歌
で
、
こ
れ
が
本
心
。
第
三
 
 

ヽ
ヽ
 
 

首
（
五
二
七
）
は
、
自
分
の
住
む
地
の
佐
保
川
に
関
す
る
叙
述
を
い
っ
さ
い
離
れ
て
、
第
一
首
の
「
黒
馬
来
る
夜
は
」
を
廉
け
て
掘
り
 
 
 

下
げ
る
戯
れ
歌
。
第
一
首
の
皮
肉
を
陽
性
化
し
た
歌
で
、
底
に
ほ
相
手
の
来
訪
を
誘
う
心
が
あ
る
。
 
 
 

第
四
首
 
（
五
二
八
）
 
ほ
、
以
上
三
首
を
承
け
て
ま
と
め
る
納
め
の
歌
。
本
心
は
相
手
の
来
訪
を
促
す
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、
「
打
橋
 
 

渡
す
」
と
い
う
用
意
を
、
相
手
の
た
め
に
行
う
と
歌
う
わ
け
で
あ
る
。
L
か
L
、
そ
れ
で
も
、
第
五
句
に
女
が
男
に
対
し
て
「
汝
」
 
 

な
・
ヽ
 

た
が
 
 

と
呼
ん
で
い
る
の
は
異
例
で
あ
っ
て
、
か
ら
か
い
が
こ
も
る
。
「
汝
が
来
」
に
は
「
長
く
」
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
。
あ
な
た
と
の
関
 
 

係
を
長
く
続
け
た
い
と
思
え
ば
こ
そ
打
橋
を
渡
す
の
だ
と
い
う
次
第
だ
が
、
「
汝
」
 
を
用
い
た
こ
と
に
よ
る
か
ら
か
い
は
、
菱
恥
心
 
 

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
本
心
を
糊
塗
す
る
姿
や
、
ほ
ん
と
に
こ
の
橋
を
渡
っ
て
長
く
通
っ
て
下
さ
る
の
か
L
ら
ん
と
相
手
に
切
り
込
 
 

む
姿
な
ど
を
感
じ
さ
せ
る
。
 
 
 

二
人
の
間
に
す
で
に
親
和
関
係
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
、
一
種
の
甘
え
と
し
て
こ
う
い
う
歌
が
詠
め
る
わ
け
だ
が
、
結
局
、
郎
女
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の
歌
は
、
全
体
に
た
わ
む
れ
を
表
立
て
る
こ
と
で
本
心
を
強
調
す
る
と
い
う
遊
び
の
色
が
濃
い
。
こ
れ
が
当
時
の
贈
答
の
あ
り
よ
う
 
 

で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
で
、
ま
た
い
っ
そ
う
二
人
の
伸
が
深
ま
る
と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
。
 
 
 

追
っ
て
ま
た
郎
女
が
、
全
体
を
ま
と
め
る
よ
う
に
し
て
新
た
に
投
げ
か
け
た
歌
 
（
五
二
九
）
 
が
旋
頭
歌
形
式
を
採
る
の
は
、
こ
の
 
 

が
け
 
 

歌
の
流
れ
と
密
接
に
か
か
わ
る
。
こ
の
旋
頭
歌
ほ
、
「
佐
保
州
の
州
っ
ぶ
ち
の
崖
の
高
み
に
生
え
て
い
る
雑
木
、
そ
れ
を
刈
ら
な
い
 
 

で
お
く
れ
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
春
に
な
っ
て
枝
葉
が
茂
っ
た
な
ら
、
そ
こ
に
隠
れ
て
そ
っ
と
あ
の
人
に
逢
い
た
い
か
ら
」
の
 
 

意
。
旋
頭
歌
形
式
だ
か
ら
、
ま
る
で
、
昔
の
ど
こ
か
の
若
者
た
ち
が
女
と
の
野
合
を
期
待
し
て
唱
い
難
し
た
歌
の
よ
う
に
見
え
る
。
 
 

可
陳
で
あ
る
べ
き
女
性
の
立
場
で
、
人
目
の
た
い
木
隠
で
二
人
だ
け
で
逢
い
た
い
と
い
う
本
心
を
述
べ
る
に
ほ
、
そ
れ
は
郎
女
自
身
 
 

が
じ
か
に
詠
じ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
短
歌
形
式
で
あ
っ
て
は
ま
ず
い
。
短
歌
形
式
で
は
、
い
か
に
巧
み
に
操
っ
て
も
、
五
二
五
の
歌
 
 

や
五
二
七
の
歌
の
よ
う
な
形
に
し
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
、
郎
女
ほ
、
古
さ
び
て
と
ぼ
け
た
、
い
か
に
も
昔
の
誰
か
の
歌
の
よ
う
に
見
え
る
形
の
旋
頭
歌
で
詠
ん
で
ま
と
め
た
も
の
 
 

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
郎
女
四
首
の
表
面
の
た
わ
む
れ
気
分
に
つ
な
が
る
こ
と
は
先
ほ
ど
述
べ
た
が
、
直
接
に
ほ
、
相
手
に
「
政
」
 
 

と
呼
び
か
け
、
「
打
棒
渡
す
」
と
織
女
か
何
か
の
よ
う
に
歌
う
前
歌
五
二
八
と
気
分
の
上
で
よ
く
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
雑
木
の
 
 

茂
み
の
中
に
隠
れ
て
逢
う
と
い
う
内
容
が
い
か
に
も
民
謡
め
い
て
お
り
、
旋
頭
歌
形
式
と
よ
く
調
和
し
て
い
る
こ
と
も
、
改
め
て
説
 
 

く
ま
で
も
な
い
。
郎
女
の
真
意
を
当
面
の
歌
の
流
れ
の
中
で
ま
と
め
る
の
に
、
ま
こ
と
に
巧
妙
な
手
法
と
い
う
べ
く
、
古
形
旋
頭
歌
 
 

が
古
形
故
に
そ
の
存
在
意
義
を
誇
っ
て
い
る
一
例
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

つ
い
で
、
特
殊
な
拗
は
後
廻
し
に
し
て
、
脚
と
㈹
を
見
る
。
ま
ず
は
㈲
。
 
 

越
中
の
国
の
歌
四
首
 
 

な  

ト）＝  

弥呈弥呈  
豪富彦≡  

の  

越
中
の
国
の
民
謡
四
首
だ
が
、
誰
が
集
め
て
巻
十
六
の
こ
の
位
置
に
据
え
た
か
ほ
不
明
。
た
だ
、
巻
十
六
に
追
補
・
増
補
と
二
段
 
 
 

主
 

（イ）  

夫豊  
吉野の  

道ぢ  
神聖  
の お 二吉  

は  

麓の 上空茂占  
にれ 山言道ち  

神監に茂吉  
さ  路宅   

し
し
 

つ
0
 
 

か
は
ご
ろ
l
 
 

今
日
ら
も
か
 
鹿
の
伏
す
ら
む
 
業
者
て
 
角
つ
き
な
が
ら
（
三
八
八
四
）
 
 

茂
く
と
も
 
君
し
通
は
は
 
道
は
広
け
む
（
三
八
八
こ
 
ゎ
し
こ
む
さ
L
ぱ
わ
し
こ
む
 
 

鷲
ぞ
千
里
と
い
ふ
 
詰
に
も
 
君
の
み
た
め
に
 
鷲
ぞ
子
生
と
い
ふ
（
三
八
八
l
一
）
 
 

亡
き
也
 
 

あ
ー
く
l
 
 

び
 
青
雲
の
 
た
な
び
く
日
す
ら
 
小
雨
そ
ほ
降
る
（
三
八
八
三
）
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階
が
あ
る
う
ち
、
こ
れ
ほ
増
補
の
部
分
に
あ
る
か
ら
（
古
典
集
成
 
『
万
葉
集
』
 
四
解
説
な
ど
参
照
）
、
天
平
の
世
の
英
人
が
集
め
た
ぐ
ら
 
 

い
の
め
ど
は
つ
く
。
こ
の
四
首
、
四
首
一
組
で
は
な
く
、
帥
何
で
一
組
、
臼
で
一
組
と
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
場
を
異
に
す
る
と
認
 
 

め
ら
れ
る
。
帥
呵
は
短
歌
と
旋
頭
歌
の
組
合
せ
、
H
円
ほ
短
歌
と
仏
足
石
歌
の
組
合
せ
で
あ
る
。
 
 

目
下
の
対
象
ほ
む
ろ
ん
帥
何
の
二
首
。
第
一
育
三
八
八
一
ほ
本
来
は
女
の
恋
歌
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
君
」
は
も
 
 

と
も
と
主
君
の
意
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
る
か
ら
、
原
義
に
も
ど
し
て
国
守
の
意
に
取
り
な
し
て
享
受
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
 
 

何
と
の
関
連
で
見
る
に
、
こ
こ
は
転
用
さ
れ
た
段
階
に
応
じ
て
の
収
録
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
さ
る
所
に
国
守
を
迎
え
た
折
の
 
 

歓
待
の
詠
で
あ
る
ら
し
い
。
 
 

む
ぐ
ら
I
ェ
 

葎
延
ふ
 
膿
し
き
や
ど
も
 
大
君
の
 
座
さ
む
と
知
ら
ば
 
玉
敷
か
ま
し
を
（
相
田
二
七
〇
）
 
 

え
 

右
の
一
首
ほ
左
大
臣
橋
脚
。
 
 

博
 
の
よ
う
に
、
貴
人
を
客
人
と
し
て
迎
え
る
と
き
、
自
ら
の
環
境
を
購
し
め
て
歓
待
の
意
を
表
わ
す
こ
と
ほ
、
当
時
の
習
い
□
 
 

第
二
首
三
八
八
二
の
旋
頭
歌
は
、
歓
迎
の
意
を
示
し
た
短
歌
缶
二
首
に
対
し
て
、
国
守
そ
の
人
を
讃
美
す
る
歌
。
「
渋
鉛
あ
二
上
 
 

菩
L
わ
 
 

葉
 
山
で
も
鷲
が
子
を
産
む
と
言
い
ま
す
。
せ
め
て
翳
に
な
り
と
な
っ
て
、
我
が
君
の
お
役
に
立
と
う
と
、
鷲
が
子
を
産
む
と
言
い
ま
 
 

さ
も
わ
 
 

伊
 
す
」
の
意
。
「
翳
」
と
ほ
、
羽
毛
や
薄
絹
で
作
っ
た
、
柄
の
長
い
団
扇
の
こ
と
。
貴
人
の
う
し
ろ
か
ら
さ
し
か
け
て
威
儀
を
準
え
る
の
 
 

忙
用
い
る
。
歌
の
時
代
が
明
確
で
な
い
の
で
旋
頭
歌
の
古
形
と
し
て
の
特
色
を
ど
こ
ま
で
強
調
し
て
よ
い
か
判
断
に
苦
し
む
け
れ
ど
 
 

ま
 
 

も
、
国
守
そ
の
も
の
を
讃
美
す
る
、
よ
り
重
い
結
び
の
位
置
に
旋
頭
歌
を
据
え
る
こ
と
で
、
そ
の
土
地
の
人
々
総
体
が
国
守
を
敬
し
 
 

て
や
ま
な
い
こ
と
き
言
い
表
わ
し
て
い
る
こ
と
ほ
知
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
ほ
、
「
と
い
ふ
」
 
と
い
う
伝
聞
性
と
一
般
性
と
を
示
す
塞
 
 

き
 

凸
し
 
 

現
が
人
々
の
総
意
を
示
す
形
に
な
っ
て
、
旋
頭
歌
形
式
に
調
和
し
っ
つ
、
よ
く
効
い
て
い
る
。
明
ら
か
に
宴
歌
で
、
主
の
替
る
た
び
 
 

に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
宜
し
い
。
 
 

つ
い
で
な
が
ら
、
短
歌
と
仏
尼
石
歌
と
を
組
ま
せ
る
再
何
も
、
異
体
の
仏
足
石
歌
を
う
し
ろ
に
据
え
た
の
は
、
そ
こ
に
韓
い
印
象
 
 

を
残
し
て
歌
い
納
め
る
と
い
う
意
図
の
現
わ
れ
で
あ
っ
て
、
本
質
ほ
先
の
大
伴
坂
上
郎
女
の
五
二
九
や
、
今
の
何
の
場
合
と
変
り
が
 
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

†
い
■
し
 
㍊
 
次
に
梅
げ
る
歌
は
何
の
例
で
、
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
 
の
正
月
二
十
九
日
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
越
中
国
守
大
伴
家
持
が
出
挙
 
 

l
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の
た
め
属
郡
を
巡
行
L
た
折
の
詠
で
あ
る
。
 
 

い
だ
く
ま
ぎ
 
 

能
登
の
郡
に
し
て
香
島
の
津
よ
り
舟
を
発
L
、
熊
木
の
村
を
さ
し
て
往
く
時
に
作
る
歌
二
首
 
 

こ
 
だ
ち
し
け
り
 
 

と
ょ
 
苫
 
 

の
 
と
 
 
 
L
ま
や
書
 
 
 
け
 
ふ
 
 

ふ
た
ぎ
 
き
 
 

い
く
よ
．
か
れ
 
 
鳥
総
立
て
 
船
木
伐
る
と
い
ふ
 
能
登
の
畠
山
 
今
日
見
れ
ば
 
木
立
茂
し
も
 
幾
代
神
び
ぞ
（
四
〇
二
六
）
 
 

く
ま
き
 

か
ぢ
ま
 
 

か
し
士
 
 

香
島
よ
り
 
熊
木
を
さ
し
て
 
漕
ぐ
舟
の
 
横
取
る
間
な
く
 
都
し
思
は
ゆ
（
四
〇
二
七
）
 
 
 

こ
れ
ほ
、
こ
れ
ま
で
の
例
と
ま
っ
た
く
道
に
、
旋
頭
歌
と
短
歌
と
の
組
合
せ
に
な
っ
て
い
る
。
宴
歌
で
あ
る
の
か
、
家
持
の
歌
録
 
 

に
書
き
つ
け
ら
れ
た
歌
で
あ
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
も
、
巡
行
の
折
の
歌
全
体
か
ら
推
す
に
、
お
そ
ら
く
後
者
で
あ
ろ
 
 

と
上
さ
 

ふ
な
ぎ
 
 

う
。
旋
頭
歌
 
山
首
ほ
、
「
鳥
総
を
立
て
て
祭
り
を
し
て
は
、
舶
材
を
伐
り
出
す
と
い
う
能
登
の
島
山
、
こ
の
山
を
今
日
こ
の
日
で
見
 
 

る
と
、
木
立
が
茂
り
に
茂
っ
て
い
る
。
幾
代
を
経
て
の
神
々
し
さ
な
の
か
」
 
の
意
。
船
材
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た
能
登
島
を
讃
美
 
 

す
る
歌
で
あ
る
。
「
鳥
総
」
と
は
枝
葉
が
つ
い
た
ま
ま
の
梢
の
部
分
。
樹
を
伐
る
時
に
は
、
ま
ず
こ
れ
を
切
株
に
突
き
立
て
て
、
山
 
 

の
神
を
祭
っ
た
（
3
三
九
一
参
照
）
。
 
 
 

集
中
に
は
、
越
中
の
国
の
旋
頭
歌
が
目
立
つ
。
さ
き
の
三
八
八
二
は
そ
の
一
例
だ
が
、
 
 

や
つ
こ
 
 

ゐ
き
 
 

く
ま
き
さ
か
ゃ
ヤ
つ
こ
さ
†
 
 
 
は
し
た
て
の
 
熊
木
酒
屋
に
 
ま
ぬ
ら
る
奴
 
わ
し
 
誘
ひ
立
て
 
率
て
釆
な
ま
し
を
 
ま
ぬ
ら
る
奴
 
わ
し
（
1
6
三
八
七
九
）
 
 

も
、
上
の
句
と
下
の
句
と
の
下
に
塀
詞
「
わ
し
」
を
残
し
た
華
塾
的
な
旋
頭
歌
で
、
能
登
熊
木
の
歌
。
同
じ
能
登
熊
木
の
歌
と
し
て
 
 

登
録
さ
れ
た
、
 
 

し
ら
き
を
の
お
と
い
 
 

は
し
た
て
の
 
熊
木
の
や
ら
に
 
新
羅
斧
落
し
入
れ
 
わ
し
 
か
け
て
か
け
て
 
な
泣
か
し
そ
ね
 
浮
き
出
づ
る
や
と
見
む
 
 

わ
し
 
（
1
6
三
八
七
八
）
 
 

も
、
「
新
羅
斧
落
し
入
れ
」
の
昔
が
余
り
す
ぎ
は
す
る
も
の
の
、
本
質
ほ
旋
頭
歌
で
あ
る
。
越
中
国
守
大
伴
家
持
ほ
、
巡
行
中
忙
か
 
 

よ
う
な
民
謡
が
そ
の
国
に
伝
詞
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
聴
き
知
り
、
ま
ず
ほ
こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
こ
こ
に
旋
頭
歌
形
式
を
持
ち
こ
ん
だ
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
は
、
家
持
と
し
て
は
、
「
幾
代
神
び
」
た
「
能
登
の
畠
山
」
 
を
讃
美
す
る
に
は
、
能
登
地
方
に
好
ん
で
伝
え
 
 

ら
れ
る
古
詩
形
旋
頭
歌
に
よ
る
の
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
く
よ
り
効
果
が
あ
る
と
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
首
は
進
 
 

行
中
の
歌
、
つ
ま
り
は
蒔
旋
の
歌
だ
が
、
上
代
で
は
、
旅
の
安
全
を
祈
る
た
め
に
ほ
、
旅
宿
く
土
地
を
讃
美
す
る
こ
と
と
待
つ
家
族
 
 16   
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の
い
る
故
郷
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
と
の
双
方
を
組
合
せ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
記
紀
歌
謡
以
来
の
古
い
伝
統
で
、
集
 
 

中
の
旅
の
歌
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
例
は
お
び
た
だ
し
い
。
こ
こ
も
、
第
二
首
は
「
構
取
る
間
な
く
都
し
思
は
ゆ
」
と
結
ぷ
望
郷
歌
に
 
 

な
っ
て
い
て
、
根
深
い
し
き
た
り
に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
場
合
、
現
地
讃
美
を
先
立
て
る
か
望
郷
の
念
を
先
立
て
る
か
は
、
時
の
事
情
に
応
じ
て
変
化
が
あ
り
、
順
序
は
一
定
し
て
い
 
 

な
い
。
た
だ
、
人
間
の
気
づ
か
い
ほ
内
側
に
対
し
て
よ
り
外
側
に
対
し
て
先
忙
な
さ
れ
る
の
が
普
通
。
計
算
し
て
み
た
わ
け
で
は
な
 
 

い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
現
地
讃
美
を
先
立
て
る
場
合
の
方
が
日
立
つ
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
6
九
〇
 
 

七
～
九
一
六
、
竺
≡
ハ
喜
八
～
三
六
三
九
な
ど
参
照
）
。
目
下
の
家
持
も
、
そ
の
人
間
の
常
の
心
情
に
即
し
て
、
ま
ず
は
現
地
讃
美
を
旋
頭
 
 

歌
に
よ
っ
て
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
旋
頭
歌
形
式
で
現
地
讃
美
を
古
式
豊
か
に
歌
っ
て
し
ま
え
ば
、
あ
と
安
心
し
て
望
郷
の
歌
を
奏
 
 

で
う
る
と
い
う
次
第
で
、
こ
こ
は
こ
こ
で
、
旋
頭
歌
が
先
立
て
ら
れ
た
必
然
性
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
と
理
解
し
え
よ
う
。
 
 
 
 
 
せ
の
 
と
 
 
 
 
 
 
 
に
 
ふ
 
 
 
ひ
や
ま
 
 
 
 
き
 
こ
 
 
 
ぎ
 
 
 
 
い
か
だ
 
 
 
 
 
 
 
土
 
か
宵
山
 
 
 
 
い
そ
こ
 
 
 
み
 
「
 
 
 
 
L
ま
イ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 

斧
取
り
て
 
丹
生
の
檜
山
の
 
木
伐
り
釆
て
 
筏
に
作
り
 
真
横
貫
き
 
磯
漕
ぎ
廻
つ
つ
 
島
伝
ひ
 
見
れ
ど
も
飽
か
ず
 
み
 
 

よ
L
の
た
辛
 

し
ら
な
み
 
 

吉
野
の
 
滝
も
と
ど
ろ
に
 
落
つ
る
白
波
（
三
二
三
二
）
 
 

反
 
歌
 
 

し
ら
な
み
と
 

い
l
 
 

み
吉
野
の
 
滝
も
と
ど
ろ
に
 
落
つ
る
白
波
 
留
ま
り
に
し
 
殊
に
見
せ
ま
く
 
欲
し
き
白
波
（
三
二
三
三
）
 
 
 

右
ほ
先
に
何
と
し
て
指
摘
L
た
巻
十
三
の
例
。
集
中
、
「
反
歌
」
に
は
短
歌
を
用
い
る
の
が
習
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
中
で
た
っ
た
 
 

一
つ
だ
け
旋
頭
歌
を
反
歌
と
す
る
歌
で
あ
る
。
双
方
が
古
形
で
あ
り
、
短
歌
と
旋
頭
歌
を
併
合
し
た
り
、
短
歌
群
の
中
に
旋
頭
歌
を
 
 

据
え
た
り
す
る
場
合
と
同
様
に
扱
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
疑
問
が
残
ら
な
い
で
ほ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
と
さ
ら
旋
頭
歌
を
反
歌
に
用
い
 
 

び
に
よ
っ
て
明
瞭
。
そ
し
て
、
反
歌
の
上
三
句
「
み
吉
野
の
 
滝
も
と
ど
ろ
に
 
落
つ
る
白
波
」
も
ま
た
、
長
歌
の
そ
の
結
び
を
そ
 
 

た
真
意
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
 
 
 

た
だ
、
長
歌
は
現
地
語
真
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
、
「
島
伝
ひ
見
れ
ど
も
飽
か
ず
 
み
吉
野
の
滝
も
と
ど
ろ
に
 
蒋
つ
る
白
波
」
の
結
 
 

の
ま
ま
承
け
る
も
の
で
、
現
地
へ
の
讃
美
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
下
三
句
「
留
ま
り
に
し
 
扶
に
見
せ
ま
く
 
欲
 
 

し
き
白
波
」
は
望
郷
わ
心
で
あ
る
。
旅
の
歌
の
常
と
し
て
、
こ
こ
に
も
讃
美
と
望
郷
と
の
組
合
せ
が
あ
る
。
望
郷
の
念
（
無
事
な
る
 
 

帰
郷
へ
の
願
望
〕
が
根
底
に
あ
る
か
ら
こ
そ
現
地
へ
の
気
づ
か
い
が
歌
わ
れ
る
と
い
う
の
が
こ
の
組
合
せ
の
由
来
と
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
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そ
の
根
源
の
望
郷
な
重
く
据
え
て
印
象
を
と
ど
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
長
歌
と
反
歌
の
上
三
旬
と
に
お
け
る
現
地
讃
美
に
対
 
 

し
て
、
反
歌
の
下
の
句
が
軽
く
な
っ
て
ほ
ま
ず
い
。
短
歌
形
式
で
あ
れ
ば
こ
こ
が
七
・
七
と
な
ら
ぎ
る
を
え
ず
、
あ
え
か
な
形
に
な
 
 

る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
の
反
歌
で
は
、
下
三
句
が
上
三
句
に
対
立
す
る
重
さ
を
持
ち
う
る
旋
頭
歌
形
式
を
持
ち
こ
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
、
長
歌
を
押
し
立
て
る
こ
と
と
て
、
吉
野
の
旅
先
に
お
け
る
集
宴
に
 
 

お
い
て
講
詠
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
だ
け
ほ
、
疑
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
上
、
山
上
憶
良
の
「
秋
野
の
花
を
詠
む
歌
二
首
」
を
除
き
、
集
中
、
異
体
の
歌
と
併
存
し
な
が
ら
詠
ま
れ
た
旋
頭
歌
計
七
首
、
 
 

そ
の
大
部
分
が
、
旋
頭
歌
の
特
性
を
見
込
ん
で
、
深
い
意
図
の
も
と
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
応
じ
て
、
旋
頭
歌
そ
れ
自
 
 

体
は
そ
れ
ら
し
い
存
在
意
義
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
L
か
も
、
七
例
の
う
ち
、
㈲
伺
用
㈱
㈹
の
五
例
は
確
実
に
集
団
の
 
 

場
を
持
つ
。
そ
L
て
、
H
㈲
回
国
何
の
五
例
ほ
憶
良
歌
と
同
じ
奈
良
朝
の
詠
で
、
佃
刷
は
憶
良
に
先
立
つ
例
と
見
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
秋
野
の
花
車
詠
む
歌
二
首
」
に
お
い
て
、
そ
り
第
二
首
に
憶
良
が
旋
頭
歌
を
用
い
た
の
は
、
悪
意
や
偶
然
に
 
 

ょ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
子
供
た
ち
と
い
う
集
団
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
規
制
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
時
代
の
一
つ
の
詠
法
 
 

を
心
得
て
い
た
点
に
よ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
異
体
の
歌
と
入
り
握
る
集
中
の
旋
頭
 
 

歌
の
様
相
を
通
し
て
も
、
「
秋
野
の
花
な
詠
む
歌
二
首
」
に
対
す
る
本
稿
の
解
釈
が
ひ
と
り
よ
が
り
の
考
察
で
ほ
な
い
こ
と
が
知
ら
 
 

れ
る
の
で
ほ
な
い
か
と
思
う
。
 
 

四
 
訓
の
典
に
在
る
も
の
 
 

万
葉
歌
が
、
古
今
和
歌
や
新
古
今
和
歌
の
よ
う
に
、
す
べ
て
平
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
た
と
し
た
場
合
、
万
葉
研
究
者
の
数
ほ
増
え
 
 

る
の
か
減
る
の
か
、
よ
く
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
。
万
葉
歌
は
全
部
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
万
葉
集
の
文
学
研
究
と
し
て
は
、
 
 

そ
れ
を
い
か
に
片
仮
名
や
平
仮
名
、
ま
た
ほ
漢
字
仮
名
交
り
文
に
移
す
か
、
つ
ま
り
ど
う
訓
ず
る
か
が
、
基
本
と
な
る
。
こ
の
営
み
 
 

を
疎
か
に
す
れ
ば
、
以
後
の
言
辞
は
、
名
文
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
空
文
と
化
す
る
。
だ
か
ら
、
万
葉
集
研
究
は
、
宿
命
と
し
て
、
 
 

こ
の
基
本
線
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
極
端
に
言
え
は
、
漢
字
か
ら
仮
名
や
漢
字
仮
名
交
り
文
へ
の
啓
L
の
作
業
を
 
 

も
っ
て
研
究
完
了
と
安
心
L
て
L
ま
う
む
き
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
村
上
朝
の
天
暦
か
ら
康
保
に
か
け
て
〔
九
五
山
～
九
六
七
年
）
、
源
順
た
ち
梨
壷
の
五
人
の
学
者
に
よ
っ
て
、
万
葉
 
 
 

歌
全
般
に
は
じ
め
て
訓
が
は
ど
こ
さ
れ
て
以
釆
、
千
有
余
年
、
幾
多
の
先
学
の
労
も
加
わ
っ
て
、
こ
の
仮
名
移
し
の
業
は
ほ
ぼ
定
着
 
 

す
る
に
至
っ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
も
と
よ
り
、
完
壁
に
鋲
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
永
遠
に
訓
め
そ
う
も
な
い
、
い
 
 

わ
ゆ
る
難
訓
歌
ほ
し
ば
ら
く
措
く
に
し
て
も
、
不
安
定
な
訓
に
揺
れ
て
い
る
歌
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。
 
 

り
荒
津
海
 
我
幣
奉
 
将
r
斎
 
早
還
座
 
面
変
不
r
為
（
≡
二
七
）
 
 

佃
旦
々
 
筑
紫
乃
方
平
 
出
見
乍
 
巽
耳
吾
泣
 
帰
宅
為
便
無
三
（
三
二
一
八
）
 
 

右
は
、
巻
十
二
末
尾
の
都
立
、
旋
の
 
「
問
答
歌
」
（
五
阻
）
の
一
角
を
占
め
る
歌
。
今
日
、
 
 

川
ア
ラ
ツ
ノ
ウ
ミ
 
ワ
レ
ヌ
サ
マ
ツ
リ
 
イ
ハ
ヒ
テ
ム
 
ハ
ヤ
カ
ヘ
リ
7
セ
 
オ
モ
ガ
ハ
リ
セ
ズ
 
 

倖
 
囲
ア
サ
ナ
サ
ナ
 
ッ
ク
シ
ノ
カ
タ
ヲ
 
イ
デ
ミ
ツ
ツ
 
ネ
ノ
ミ
ゾ
ア
ガ
ナ
タ
 
イ
タ
モ
ス
べ
ナ
ミ
 
 

と
訓
む
こ
と
に
落
ち
着
い
て
お
り
、
直
接
相
対
し
て
歌
う
「
問
答
歌
」
で
あ
る
以
上
、
男
女
の
別
れ
際
の
詠
と
見
る
ほ
か
は
な
い
。
 
 

麗
 
し
か
し
、
こ
の
訓
に
よ
る
か
ぎ
り
、
二
首
ほ
噛
み
合
う
こ
と
が
な
い
。
何
の
男
の
答
歌
「
音
の
み
ぞ
我
が
泣
く
い
た
も
す
べ
な
み
」
 
 

伊
 
と
い
う
の
は
旅
先
に
あ
っ
て
の
状
願
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
早
帰
り
ま
せ
面
変
り
せ
ず
」
と
嘆
く
、
川
の
女
の
悲
別
と
ず
 
 

れ
て
し
ま
う
。
別
れ
る
こ
と
を
悲
し
む
女
の
歌
に
対
し
て
は
、
男
は
別
れ
る
こ
と
に
関
L
て
答
え
る
ペ
き
で
あ
っ
て
、
私
は
今
、
旅
 
 

先
で
そ
な
た
を
思
っ
て
泣
い
て
い
る
な
ど
と
述
べ
る
の
は
、
は
な
は
だ
し
く
間
が
抜
け
て
い
る
。
今
日
の
訓
で
押
す
か
ぎ
り
、
い
わ
 
 

ゆ
る
頓
珍
漢
な
こ
の
状
麿
を
救
う
た
め
に
は
、
何
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
「
船
出
の
後
の
心
情
を
思
い
や
っ
て
答
え
た
歌
で
あ
ろ
う
」
 
 

（
古
典
集
成
）
 
と
い
う
よ
う
な
説
明
を
附
加
す
る
よ
り
他
に
す
べ
は
な
か
ろ
う
。
 
 ・三  

あ  

14名   

し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う
な
説
明
を
加
え
な
い
で
、
男
の
答
歌
も
悲
別
の
場
の
歌
で
あ
る
よ
う
に
訓
め
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
 
 

と
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
か
く
も
間
の
抜
け
た
問
答
ほ
万
葉
の
他
の
問
答
歌
に
は
見
出
し
に
く
い
こ
と
も
考
慮
し
て
よ
い
。
男
の
歌
 
 

が
旅
先
の
感
慨
を
述
べ
る
歌
に
な
る
原
田
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
第
四
旬
の
「
果
耳
我
泣
」
を
ネ
ノ
ミ
ゾ
ア
ガ
ナ
ク
〔
万
葉
集
古
義
 
 

が
発
明
し
た
訓
）
と
訓
ず
る
点
に
あ
る
。
こ
の
句
を
改
訓
す
れ
ば
、
歌
の
よ
し
あ
し
ほ
別
と
し
て
何
と
か
納
ま
り
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
、
念
の
た
め
古
来
の
説
を
振
り
返
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
旧
訓
ネ
ノ
ミ
ワ
レ
ナ
ク
、
万
葉
集
略
解
の
改
訓
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ネ
ノ
ミ
ワ
ガ
ナ
ク
で
ほ
、
古
義
発
明
わ
訓
と
五
十
歩
百
歩
で
、
解
決
は
つ
か
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
井
上
新
考
に
ほ
、
問
題
の
句
に
つ
い
て
、
 
 

柴
耳
哉
泣
わ
誤
に
て
ネ
ノ
ミ
ヤ
ナ
カ
ム
な
る
ベ
L
。
ナ
カ
ム
ほ
将
泣
と
か
く
べ
き
如
く
な
れ
ど
将
を
略
せ
る
例
も
あ
り
。
た
と
 
 

へ
ば
巻
十
六
に
ト
キ
ヤ
タ
ガ
ハ
ム
ワ
レ
モ
ヨ
リ
ナ
ム
を
友
八
達
我
藻
将
俵
と
か
け
り
。
 
 

と
い
う
新
見
を
唱
え
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
、
別
れ
に
際
し
て
、
女
を
思
う
あ
ま
り
の
旅
先
で
の
我
が
輩
を
想
像
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
 
 

先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
不
審
ほ
一
挙
に
氷
解
す
る
。
 
 
 

新
考
の
見
解
ほ
貴
重
と
い
う
ペ
く
、
高
く
評
価
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
諸
本
に
一
つ
と
し
て
異
同
の
な
い
「
吾
」
を
い
 
 

と
も
簡
単
に
「
哉
」
の
誤
字
と
す
る
と
こ
ろ
に
抵
抗
を
覚
え
る
。
そ
こ
で
考
え
て
見
る
べ
き
ほ
、
伝
え
ら
れ
る
字
面
の
ま
ま
で
推
量
 
 

表
現
の
訓
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
思
い
あ
た
る
試
案
ほ
、
「
吾
」
 
を
日
に
見
え
る
 
 

ネ
′
ミ
シ
ナ
カ
▲
 
 

面
だ
け
で
意
味
を
訴
え
る
文
字
と
見
て
、
「
巽
耳
吾
泣
」
と
訓
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

事
′
J
シ
ナ
カ
▲
 
 
 

ネ
ノ
ミ
シ
ナ
カ
ム
と
訓
ん
で
然
る
べ
き
例
ほ
、
4
四
八
三
に
「
朝
鳥
の
囁
耳
鳴
六
我
妹
子
に
今
ま
た
さ
ら
に
逢
ふ
よ
し
を
な
み
」
 
 

車
′
ミ
7
カ
ナ
キ
ク
メ
リ
ナ
▲
 
 

が
あ
る
。
た
だ
し
、
1
4
三
三
九
〇
に
「
祢
乃
未
平
可
奈
伎
和
奉
呈
南
牟
」
と
い
う
よ
う
な
例
も
あ
る
か
ら
、
当
面
の
句
に
つ
い
て
も
、
 
 

ま
た
4
四
八
三
の
例
に
つ
い
て
も
、
ネ
ノ
ミ
ヲ
ナ
カ
ム
と
訓
ず
る
こ
と
も
可
能
。
け
れ
ど
も
、
集
中
、
「
音
の
み
」
 
に
ほ
、
強
意
の
 
 

ヰ
ノ
ー
タ
 
 

ヰ
ノ
ー
シ
 
 

係
助
詞
「
し
」
の
接
続
す
る
場
合
が
圧
倒
す
る
。
「
祢
能
未
之
ぞ
泣
く
」
（
1
8
三
七
七
七
）
、
「
巽
耳
四
泣
く
も
」
（
4
六
山
四
ネ
ノ
ミ
シ
ナ
 
 

ネ
′
竜
シ
 

ネ
ノ
ー
ヅ
 
 

カ
キ
と
も
〕
、
「
祢
能
未
之
泣
か
ゆ
」
（
1
7
四
〇
〇
八
）
、
「
祢
能
末
之
泣
け
ば
」
（
加
四
四
七
九
）
等
々
、
集
中
二
二
例
を
数
え
る
。
対
し
て
、
 
 

ヽ
 
他
の
助
詞
の
接
続
す
る
例
は
「
ね
の
み
ぞ
」
が
一
例
（
3
四
五
八
）
、
「
ね
の
み
や
」
が
一
例
（
9
一
七
八
〇
）
、
「
ね
の
み
を
」
 
が
二
 
 

例
（
2
一
五
五
、
1
4
三
三
九
〇
）
と
い
っ
た
具
合
。
だ
か
ら
、
「
吾
」
を
不
読
文
字
と
見
る
な
ら
ば
、
や
ほ
り
ネ
ノ
ミ
シ
ナ
カ
ム
が
最
 
 

も
穏
当
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
吾
泣
」
を
ナ
カ
ム
と
訓
む
の
は
、
そ
の
よ
う
に
訓
ん
で
も
、
日
本
語
の
常
と
し
て
そ
の
主
語
は
文
脈
上
「
吾
」
 
で
あ
る
こ
と
が
 
 

明
々
白
々
で
あ
る
か
ら
、
表
記
の
上
だ
け
で
主
格
を
強
調
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
充
分
忙
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
が
、
た
 
 

だ
、
こ
う
い
う
こ
と
が
万
葉
歌
に
お
い
て
通
常
の
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
巻
十
一
の
旋
頭
歌
、
 
 

は
つ
せ
い
つ
き
 
 
 
泊
瀬
の
 
斎
槻
が
下
に
 
吾
隠
在
妻
 
あ
か
ね
さ
L
 
照
れ
る
月
夜
に
 
人
見
て
む
か
も
（
二
≡
五
≡
）
 
 

ね  
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博
 
な
ど
と
訓
む
這
も
あ
る
。
 
 

オ
l
二
（
ズ
 
 
 

不
急
」
（
9
一
七
七
七
）
、
 
 

藤
 
意
志
を
表
わ
す
助
動
詞
 
 

伊
 
国
学
院
雑
誌
昭
和
四
十
六
牛
丸
月
号
）
に
依
存
し
て
の
見
解
で
あ
る
。
 
 

以
上
、
い
ず
れ
に
し
て
も
三
二
一
八
の
「
巽
耳
吾
泣
」
を
ネ
ノ
ミ
ゾ
ア
ガ
ナ
ク
と
訓
ず
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
、
何
ら
か
の
改
 
 
 

訓
が
要
請
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
古
典
全
集
で
は
、
「
都
な
ど
の
旅
先
か
ら
筑
紫
の
妻
に
詠
ん
で
送
っ
た
歌
」
 
と
い
う
こ
と
で
一
首
 
 

い
は
 
 
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
女
の
歌
の
「
斎
ひ
て
む
早
帰
り
ま
せ
」
は
別
れ
際
箭
三
一
口
菓
と
し
か
思
わ
れ
ず
、
や
は
り
無
理
 
 

が
伴
う
。
第
一
、
こ
れ
で
は
、
問
答
歌
な
ら
ぬ
贈
答
歌
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
 

右
は
ほ
ん
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
、
歌
の
本
質
に
か
か
わ
る
面
に
お
い
て
訓
の
不
安
定
な
作
は
、
万
葉
集
 
 

に
は
ま
だ
ま
だ
い
く
つ
か
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
面
で
の
考
察
は
万
葉
研
究
の
根
幹
と
し
て
ま
す
ま
す
深
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
長
い
貴
重
な
研
究
史
に
よ
っ
て
、
万
葉
歌
の
訓
が
大
部
分
落
ち
着
い
て
き
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
 
 
 

て
、
今
日
の
万
葉
学
に
と
っ
て
ほ
、
漢
字
を
仮
名
や
漢
字
仮
名
交
り
文
に
移
す
こ
と
だ
け
で
引
き
下
が
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
さ
 
 

4
6
 
よ
う
な
事
態
を
続
け
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
も
さ
き
ほ
ど
か
ら
の
歌
を
例
に
取
る
な
ら
ば
、
五
組
あ
る
問
答
歌
の
う
ち
、
第
四
阻
の
こ
の
 
 

2
1
 
 

1
 
 
 

あ
わ
つ
ち
 
 

ま
す
ら
を
の
 
思
ひ
乱
れ
て
 
陪
在
其
妻
 
天
地
に
 
通
り
照
る
と
も
 
あ
ら
は
れ
め
や
も
（
二
三
五
四
）
 
 

の
第
三
句
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
字
余
り
に
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
、
通
常
は
ワ
ガ
カ
グ
セ
ル
ツ
マ
 
（
二
三
五
三
）
、
カ
グ
セ
 
 

ル
ソ
ノ
ツ
て
 
（
二
三
五
四
）
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
吾
」
お
よ
ぴ
「
其
」
を
不
読
文
字
と
見
て
、
古
典
全
集
の
『
万
葉
集
』
で
 
 

は
、
二
つ
と
も
カ
グ
シ
タ
ル
ツ
7
と
訓
ん
で
い
る
。
 
 
 

た
し
か
に
一
考
を
要
す
べ
き
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
例
は
、
今
後
、
増
し
こ
そ
す
れ
、
減
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 

な
お
、
古
事
記
（
上
）
に
も
、
「
大
き
な
る
嘆
き
L
た
ま
ひ
き
」
と
訓
み
う
る
原
文
と
し
て
、
「
為
大
歌
」
と
記
す
一
方
、
「
為
太
一
敦
」
 
 

と
も
記
し
て
い
る
。
ナ
ゲ
キ
に
 
「
一
敷
」
を
あ
て
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
参
考
と
な
る
例
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
集
中
に
も
、
ユ
キ
 
 

ア
■
ノ
ハ
」
一
 
 

一
斗
ジ
モ
ノ
 
 

に
「
白
雪
」
を
あ
て
た
「
白
雪
仕
物
」
（
旦
二
二
）
、
ア
キ
に
「
秋
時
」
を
あ
て
た
「
秋
時
花
」
〔
1
9
四
二
五
五
〕
等
の
例
が
あ
る
。
 
 
 

「
吾
」
を
不
読
文
字
と
見
る
の
が
危
険
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
一
句
に
ほ
、
ネ
ノ
ミ
シ
ア
ガ
ナ
カ
ム
‥
ネ
ノ
ミ
ヲ
ア
ガ
ナ
カ
ム
 
 
 
 
 
 
 
 
ツ
岬
メ
▼
ハ
ム
’
 

ト
ニ
ヲ
▲
ト
キ
 
 

p
β
†
ハ
▲
 
 

こ
れ
は
、
「
付
腸
将
 
島
の
崎
々
 
依
腸
将
 
磯
の
崎
々
」
（
6
一
〇
二
こ
、
「
黄
楊
の
小
幡
も
 
将
取
跡
毛
 
 

ア
F
ソ
ウ
キ
ナ
ヰ
▲
 
 

「
拍
て
む
津
の
 
荒
磯
巷
而
辣
 
君
待
ち
か
て
に
」
（
1
〇
一
一
〇
〇
四
）
な
ど
の
例
に
よ
っ
て
、
句
中
に
、
推
量
・
 
 

「
ム
」
を
含
む
と
き
忙
は
字
余
り
を
見
る
と
い
う
説
（
桜
井
茂
治
「
万
葉
集
の
リ
ズ
ム
一
字
余
り
と
音
節
構
造
†
」
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二
三
一
九
～
三
二
二
〇
 
（
男
－
真
 
南
旋
発
思
の
問
答
 
 

と
い
う
配
列
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
五
組
の
問
答
歌
ほ
、
「
悲
別
＋
詰
旋
発
思
」
の
組
織
二
っ
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
 
 

帥
ほ
「
女
－
男
」
の
問
答
の
連
続
で
、
地
名
を
有
せ
ず
、
ど
こ
町
旅
忙
関
す
る
歌
か
は
不
明
の
部
分
で
あ
る
。
対
し
て
、
伺
は
「
男
 
 

－
女
」
の
問
答
と
「
女
E
男
」
の
問
答
と
の
交
錯
で
、
筑
紫
の
旋
に
関
す
る
歌
ば
か
り
の
集
団
で
あ
る
。
 
 
 

旅
に
関
す
る
問
答
歌
が
「
悲
別
－
梧
旅
尭
思
」
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
の
ほ
、
事
の
次
第
と
し
て
き
わ
め
て
自
然
。
そ
し
て
、
何
 
 

の
悲
別
の
二
組
ほ
、
と
も
に
「
荒
津
の
浜
」
（
大
牢
府
の
北
方
、
博
多
湾
に
臨
む
福
岡
市
西
公
園
付
近
に
あ
っ
た
括
。
太
宰
府
の
外
轄
と
し
て
 
 

利
用
さ
れ
、
官
船
が
発
着
し
た
）
に
関
し
て
い
る
の
だ
が
、
前
者
（
三
ニ
ー
五
⊥
二
二
一
六
）
は
、
女
が
お
そ
ら
く
は
大
宰
府
か
ら
男
を
送
 
 

っ
て
荒
津
に
辿
り
着
き
、
二
人
し
て
宿
を
取
る
時
の
段
階
に
属
し
、
後
者
（
三
二
一
七
⊥
二
ニ
ー
八
）
 
ほ
、
そ
の
荒
津
の
崎
か
ら
男
が
 
 

船
出
す
る
段
階
に
属
し
て
い
る
。
二
組
が
こ
の
順
序
に
な
る
の
は
当
然
で
、
三
t
一
一
七
～
三
二
一
入
が
、
五
阻
あ
る
問
答
歌
の
う
ち
、
 
 

第
四
の
位
置
を
占
め
る
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
組
が
悲
別
の
問
答
歌
と
し
て
据
え
ら
れ
た
こ
と
が
人
の
心
の
筋
を
追
っ
て
 
 

の
配
列
と
い
う
別
の
面
か
ら
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
三
二
一
入
の
「
巽
耳
吾
泣
」
の
訓
を
悲
別
と
い
う
こ
と
に
添
っ
て
考
え
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

歌
の
位
置
に
対
す
る
関
心
は
、
事
を
右
の
一
点
だ
け
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
い
。
五
組
の
最
後
ほ
、
 
 

▲
亡
く
 

い
も
 
 

豊
国
の
 
企
救
の
長
浜
 
行
き
暮
ら
し
 
日
の
暮
れ
行
け
ば
 
昧
を
し
ぞ
患
ふ
 
（
三
二
山
九
）
 
 

曇
L
′
、
 
 

皇
国
の
 
企
救
の
高
浜
 
高
々
に
 
君
待
つ
在
ら
は
 
さ
夜
更
け
に
け
り
（
三
l
三
〇
）
 
 
 

問
答
歌
が
な
ぜ
第
四
組
の
位
置
を
占
め
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
ま
で
は
、
い
っ
さ
い
関
心
が
及
ば
な
く
な
る
。
 
 
 

す
で
に
い
く
た
び
か
論
じ
た
よ
う
に
 
（
「
万
葉
歌
の
配
列
方
法
－
問
答
歌
を
め
ぐ
っ
て
－
」
 
万
葉
集
研
究
第
九
集
ほ
か
〕
、
こ
の
問
答
歌
五
 
 

組
は
、
 
 

帥
三
二
一
一
～
三
二
一
二
 
 
 

≡
二
〓
二
～
三
二
一
四
 
 

国
三
一
一
五
～
三
二
〓
ハ
 
 
 

三
二
一
七
～
三
二
一
八
 
 

盲
丁
勇
）
 
悲
別
の
問
答
 
 

（
女
1
男
）
 
民
放
発
思
の
問
答
 
 

（
男
－
女
）
 
悲
別
の
問
答
 
 

（
女
－
男
）
 
悲
別
の
問
答
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う
た
げ
 
 

と
歌
う
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
、
夫
の
帰
り
は
近
い
と
い
う
設
定
の
も
と
に
、
宴
な
ど
で
楽
し
ま
れ
た
問
答
歌
で
あ
る
ら
し
い
。
が
、
 
 

そ
の
点
は
今
は
と
も
か
く
、
巻
十
二
の
床
の
間
答
歌
が
こ
の
一
組
で
終
る
の
は
、
巷
十
二
の
末
尾
に
設
け
ら
れ
た
語
族
め
歌
群
一
〇
 
 

四
首
の
冒
頭
に
、
 
．
書
く
 

い
も
あ
ひ
い
 
 

豊
国
の
 
企
救
の
浜
松
 
わ
も
こ
ろ
に
 
何
し
か
妹
に
 
相
吉
ひ
そ
め
け
む
（
三
二
；
口
）
 
 

の
歌
で
終
る
四
首
二
阻
の
人
麻
呂
集
歌
（
三
山
二
七
⊥
二
≡
一
〇
）
 
を
古
歌
と
し
て
据
え
て
い
る
の
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
白
 
 

鳳
の
古
の
歌
群
四
首
に
対
し
て
、
奈
良
の
今
の
歌
群
一
〇
〇
首
を
配
す
る
に
あ
た
り
、
首
と
尾
と
を
呼
応
し
て
合
せ
よ
う
と
し
た
配
 
 

こ
き
ん
や
主
と
う
た
し
中
，
 
 
 

慮
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
る
い
じ
ゆ
う
や
士
と
う
た
し
ゆ
｝
 
 
 

こ
の
こ
と
は
、
万
葉
集
が
煩
葉
倭
歌
集
で
あ
る
と
同
時
に
古
今
侯
歌
集
と
し
て
編
ま
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
歌
を
、
人
生
教
 
 

l
た
ま
き
ケ
た
 
義
の
た
め
の
格
式
言
語
と
見
る
と
き
、
煩
架
歌
巻
が
志
向
さ
れ
、
人
間
の
精
神
史
の
崇
む
ペ
き
格
式
言
語
と
観
ず
る
と
き
、
古
今
歌
 
 

・
王
i
亡
 
 者

が
志
向
さ
れ
る
。
取
り
合
せ
て
言
え
ば
、
歴
史
と
社
会
と
の
上
に
お
い
て
持
つ
 
「
ヤ
マ
ト
ウ
タ
」
 
の
意
義
を
確
立
し
定
着
さ
せ
よ
 
 

う
と
す
る
精
神
構
造
の
具
現
が
、
煩
粟
と
古
今
の
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
首
の
訓
の
彼
方
へ
と
切
り
込
む
心
ほ
、
つ
い
 
 

に
は
か
よ
う
な
大
き
な
問
題
に
ま
で
発
展
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
ほ
、
先
の
帥
回
が
何
州
の
順
序
で
ほ
あ
り
え
な
い
こ
 
 

と
、
つ
ま
り
は
、
三
二
一
七
～
三
二
一
八
の
一
組
が
第
四
組
の
位
置
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
問
題
に
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
い
う
次
第
で
、
今
後
の
万
葉
研
究
忙
お
い
て
は
、
訓
の
奥
の
奥
を
読
み
取
る
営
み
に
も
っ
と
大
き
な
精
力
を
傾
け
る
こ
と
が
 
 

い
か
忙
大
切
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
、
先
に
、
山
上
憶
艮
の
「
秋
野
の
花
を
詠
む
歌
二
首
」
に
執
拗
に
か
か
わ
 
 

っ
た
所
以
も
ま
た
、
こ
こ
に
あ
る
。
本
稿
の
題
名
に
用
い
た
「
渾
注
」
の
語
ほ
、
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
な
が
ら
、
如
上
の
姿
勢
を
こ
 
 

め
つ
つ
、
「
解
釈
な
る
注
」
（
解
釈
と
し
て
の
注
）
 
の
意
で
用
い
た
も
の
で
、
筆
者
の
生
涯
の
理
想
が
託
さ
れ
て
い
る
。
（
昭
和
六
十
三
年
 
 

九
月
十
二
日
稿
、
平
成
元
年
二
月
九
日
禰
）
 
 

あ
 
と
 
が
 
き
 
 

「
指
折
り
」
 
に
つ
い
て
、
筆
者
ほ
、
ほ
じ
め
、
片
手
を
使
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
、
「
又
」
ほ
、
改
め
て
小
指
を
返
す
と
こ
ろ
に
 
 

用
い
た
も
の
と
考
え
た
。
「
五
木
の
持
に
入
る
人
」
な
ど
か
ら
の
思
い
込
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
さ
ま
ぎ
ま
な
知
友
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の
感
想
や
子
供
に
接
す
る
人
た
ち
の
動
作
な
ど
を
通
し
て
、
両
手
を
使
っ
た
と
見
る
方
が
よ
り
自
然
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 

な
お
、
漢
語
「
屈
指
」
（
「
詔
指
」
〕
「
有
数
」
も
両
手
の
指
（
十
指
）
を
前
提
と
す
る
語
で
あ
る
。
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