
萬
葉
歌
お
よ
そ
四
五

0
0首
。
女
か
ら
男
へ
の
敬
語
は
移
し
い
け
れ
ど

も
、
男
か
ら
女
へ
の
敬
語
は
稀
に
し
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
（
澤
潟
久
孝
「
萬
葉
集
に
於
け
る
男
女
の
言
葉
」
『
萬
葉
集
新
釈
』
下
）
。

男
か
ら
女
へ
の
敬
語
と
し
て
目
立
つ
の
は
「
い
ま
す
」
と
「
ま
す
」
で
、

「
い
ま
す
」
に
は
、

あ

い

も

、

、

、

…
…
大
鳥
の
羽
が
ひ
の
山
に
我
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と
人
の

言
へ
ば

(
2
ニ―
0
)
人
麻
呂

そ
む
い
へ
ざ
か
、

…
…
に
ほ
鳥
の
ふ
た
り
並
び
居
語
ら
ひ
し
心
背
き
て
家
離
り
い

ま
す

(
5
七
九
四
）
憶
良

、
、
ヽ
わ
ぎ
も
や
ま
が
く

家
離
り
い
ま
す
我
妹
を
留
め
か
ね
山
隠
し
つ
れ
心
ど
も
な
し

(
3
四
七
一
）
家
持

の
三
例
を
見
る
。
『
新
釈
』
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
妻
の
死
を

悲
し
ん
だ
作
の
み
」
で
、
「
た
と
へ
作
者
の
妻
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
既
に

故
人
と
な
っ
た
死
者
に
対
す
る
敬
意
が
こ
の
敬
語
を
用
ゐ
し
め
た
」
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
「
ま
す
」
に
は
、
後
述
す
る

15
三
五
八
一
の
歌
を
除
い
て
、

中
臣
宅
守
と
敬
語

と
こ
よ

イ
我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し
昔
見
し
よ
り
を
ち
ま
し
に
け
り

み
よ
り

(
4
六
五
0
)
大
伴
三
依

あ

か

た

み

し

き

た

へ

さ

ね

、

、

ロ
我
が
衣
形
身
に
奉
る
敷
拷
の
枕
を
放
け
ず
ま
き
て
さ
寝
ま
せ

(
4
六
三
六
）
湯
原
王

つ
く
よ
み

ハ
月
読
の
光
に
来
ま
せ
あ
し
ひ
き
の
山
き
へ
な
り
て
遠
か
ら
な
く
に

(
4
六
七
0
)
湯
原
王

の
三
例
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
相
聞
の
歌
だ
が
、
こ
の
う
ち
、
イ
の
歌
は
相

手
の
女
性
が
年
長
者
で
身
分
の
高
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
見

ら
れ
る
。
『
新
釈
』
に
は
、
前
後
の
歌
と
の
関
連
か
ら
見
て
、
そ
の
女
性
を

大
伴
坂
上
郎
女
と
推
測
、
「
郎
女
だ
と
す
る
と
当
時
相
当
の
年
輩
に
な
つ
て

ゐ
た
ら
し
く
、
特
に
そ
の
関
係
は
知
人
と
い
ふ
程
度
に
と
ゞ
ま
つ
て
ゐ
た

ら
し
い
か
ら
、
多
少
尊
敬
の
意
で
こ
の
語
を
用
ゐ
た
か
と
思
は
れ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
女
性
は
大
伴
三
依
と
旧
知
の
関
係
に
あ
っ
た
賀
茂
女

王
(
4
五
五
六
参
照
）
と
も
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
（
『
萬
葉
集
釈
注
』
参
照
）
、
だ

と
し
て
も
、
『
新
釈
』
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
続

＜
湯
原
王
の
口
の
歌
は
、
旅
先
で
知
り
合
っ
た
娘
子
と
の
贈
答
―
二
首
中ょ

の
も
の
で
、
機
智
を
根
底
に
す
る
遊
び
の
歌
群
中
の
一
首
。
娘
子
か
ら
夜

離
れ
を
皮
肉
ら
れ
た
の
に
対
し
て
き
つ
く
し
っ
ぺ
返
し
を
行
な
っ
た
歌
で
、

伊

藤

博
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そ
の
し
っ
ぺ
返
し
が
き
つ
す
ぎ
る
の
で
、
男
が
「
奉
る
」
「
さ
寝
ま
せ
」
な

ど
敬
語
を
用
い
て
、
表
向
き
卑
下
し
て
見
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
い
と
し
み
が
生
じ
、
時
に
妻
を
伴
う
身
の
不
自
由
を
理
解
し

て
貰
お
う
と
す
る
下
心
も
覗
く
（
『
釈
注
』
参
照
）
。
湯
原
王
の
ハ
の
歌
は
、
宴

席
で
某
人
と
交
わ
し
た
贈
歌
の
形
を
取
る
も
の
で
、
女
の
立
場
で
詠
ん
だ

た
め
に
こ
う
い
う
物
言
い
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
尊
敬
の
度
の
最
も
軽
い
助
動
詞
「
す
」
が
あ
り
、
『
新
釈
』
に

は
、
「
そ
の
使
用
数
殆
ど
男
女
同
数
と
な
つ
て
ゐ
る
」
と
し
、
事
の
因
を
、

「
す
」
が
「
殆
ん
ど
尊
敬
の
意
を
失
っ
て
、
親
し
み
の
意
を
添
へ
る
に
す

ぎ
な
く
な
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
男
が
使
用
し
た
「
す
」
に
は
男
が
女
の
立
場
で
う
た
っ
た
場
合
が
目

立
ち
(
2
0四四
四
四
•
四
五
0
四
な
ど
）
、
『
新
釈
』
の
論
旨
に
異
を
立
て
る
つ
も

り
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
す
」
も
ま
た
女
の
作
に
多
い
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
萬
葉
冒
頭
歌
に
、

ふ

く

し

な

籠

も

よ

糾

籠

持

ち

掘

串

も

よ

刷

掘

串

持

ち

こ

の

岡

に

菜

摘
ま
す
子
家
告
ら
せ
名
告
ら
さ
ね
…
…

(
1
-
)

と
あ
る
い
く
つ
か
の
「
す
」
は
、
相
手
を
巫
女
性
の
濃
い
高
貴
な
女
性
と

見
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
家
持
が
防
人
の
悲
別
の
情
を
開
陳

し
た
作
に
見
え
る
、

、
、
、

…
…
平
け
く
親
は
い
ま
さ
ね

つつ障
み
な
く
妻
は
待
た
せ
と(20

四
四
0
八）

と
あ
る
「
す
」
も
、
上
の
親
に
対
す
る
「
い
ま
す
」
に
呼
応
し
て
用
い
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
萬
葉
冒
頭
歌
に
見
え
る
尊
敬
の
接
頭
語
「
み
」
は
そ
こ
に
用
い

ら
れ
た
「
す
」
と
同
様
の
理
由
で
登
場
し
た
も
の
。
こ
の
「
み
」
が
男
か

ら
女
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
皆
無
に
近
く
、
わ
ず
か
に
、

豊
国
の
企
救
の
池
な
る
菱
の
末
を
摘
む
と
や
妹
が
み
袖
濡
れ
け
む

(16
三
八
七
六
）

を
見
る
程
度
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
「
豊
前
の
国
の
白
水
郎
の
歌
一
首
」

と
題
す
る
作
で
、
豊
前
の
白
水
郎
た
ち
に
も
て
は
や
さ
れ
た
謡
い
物
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
女
の
袖
が
濡
れ
て
い
る
の
を
、
菱
を
摘
ん
だ
が
故
か

と
疑
い
つ
つ
も
、
実
は
そ
れ
は
私
を
思
う
が
故
の
涙
で
濡
れ
た
と
か
ら
か

っ
た
歌
で
、
こ
こ
の
尊
敬
の
接
頭
語
「
み
」
は
相
手
へ
の
椰
楡
（
み
ず
か
ら

の
照
れ
隠
し
）
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
知
ら
れ
る
（
『
釈
注
』
参
照
）
。

か
く
し
て
、
『
萬
葉
集
』
に
は
、
男
か
ら
女
に
敬
語
を
用
い
る
こ
と
は
、

特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
よ
う
な
状

態
の
中
に
あ
っ
て
、
一
人
だ
け
、
女
性
に
対
し
て
敬
語
を
た
く
さ
ん
用
い

た
男
性
が
い
る
。
中
臣
朝
臣
宅
守
。
し
か
し
、
彼
に
な
ぜ
女
性
へ
の
敬
語

使
用
が
多
い
か
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
解
明
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
「
中
臣
宅
守
と
敬
語
」
1

こ
の
関
係
は
問
う
て
掘
り
下
げ
る
べ

き
重
要
な
課
題
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
本
稿
は
こ
の
課
題
の
追
求
に
注
が

れ
る
。中

臣
朝
臣
宅
守
は
、
従
四
位
下
中
臣
朝
臣
東
人
(
4
五
一
五
参
照
）
の
第
七

男
と
い
う
（
中
臣
氏
系
図
）
。
天
平
十
二
年
（
七
四
0
)
一
S
二
月
頃
、
越
前
（
福

井
県
）
の
武
生
（
国
府
所
在
地
）
に
配
流
さ
れ
た
。
政
治
的
事
件
に
よ
る
失
脚

が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
宅
守
は
、
狭
野
弟
上
娘
子
（
「
茅
上
」
は
誤
り
）
と
称

す
る
女
性
と
婚
を
結
ん
だ
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
配
流
に
あ
た
り
、
宅
守
の

残
し
た
歌
が
四

0
首
、
一
人
都
に
残
さ
れ
た
娘
子
の
詠
ん
だ
歌
が
二
三
首
、
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合
わ
せ
て
六
三
首
の
歌
が
『
萬
葉
集
』
巻
第
十
五
の
後
半
に
留
め
ら
れ
て

い
る
。
六
三
首
の
総
題
に
は
、

中
臣
朝
臣
宅
守
、
狭
野
弟
上
娘
子
と
贈
答
す
る
歌

と
し
か
な
い
け
れ
ど
も
、
『
萬
葉
集
』
巻
十
五
の
目
録
に
は
、

く

ら

べ

に

よ

じ

ゅ

め

と

中
臣
朝
臣
宅
守
、
蔵
部
の
女
嬬
狭
野
弟
上
娘
子
を
要
り
し
時
に
、
流

な
が

罪
に
勅
断
せ
ら
え
、
越
前
の
国
に
配
さ
え
き
。
こ
こ
に
夫
婦
、
別
れ

易
く
会
ひ
難
き
こ
と
を
相
嘆
き
、
お
の
も
お
の
も
慟
情
を
陳
べ
て
贈

答
す
る
歌
六
十
三
首

し
ゅ
ぞ
う
げ
ん

と
あ
る
。
「
蔵
部
」
と
は
、
東
宮
主
蔵
監
、
す
な
わ
ち
、
皇
太
子
の
宝
物
・

衣
服
・
玩
好
の
物
な
ど
を
掌
る
役
所
の
官
職
。
「
女
嬬
」
と
は
そ
の
下
級
の

女
官
を
い
う
。

中
臣
宅
守
が
娘
子
に
対
し
て
用
い
た
敬
語
は
次
の
と
お
り
。
な
お
、
形

の
上
か
ら
見
る
と
、
娘
子
と
宅
守
と
は
、
出
発
と
途
上
に
お
け
る
悲
別
歌

を
含
め
て
、
四
回
歌
を
交
わ
し
あ
っ
て
い
る
。
歌
の
下
に
第
何
回
と
あ
る

の
は
そ
の
回
数
を
示
す
。

①
遠
く
あ
れ
ば
一
日
一
夜
も
思
は
ず
て
あ
る
ら
む
も
の
と
思
ほ
し
め
す

な

（

三

七

三

六

）

第

二

回

一

四

首

中

を
中
に
へ
な
り
て
遠
く
と
も
心
を
近
く
思
ほ
せ
我
妹

や
ま
か
は

②
山
川

（
三
七
六
四
）
第
三
回
一
三
首
中

③
ま
そ
鏡
懸
け
て
偲
へ
と
奉
り
出
す
形
見
の
も
の
を
人
に
示
す
な

（
三
七
六
五
）
第
三
回
―
―
]
一
首
中

④
宇
流
波
之
と
思
ひ
し
思
は
ば
下
紐
に
結
ひ
つ
け
持
ち
て
や
ま
ず
偲
は

せ

（

三

七

六

六

）

第

三

回

一

三

首

中

敬
語
と
し
て
は
傍
線
部
四
例
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
う
ち
、
④
の
ウ

ル
ハ
シ
も
同
種
の
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ウ
ル
ハ
シ
と
対
比
さ
れ
る

上
代
語
形
容
詞
に
ウ
ッ
ク
シ
と
い
う
語
が
あ
る
。
ウ
ッ
ク
シ
は
、
弱
小
の

者
に
対
し
て
い
た
わ
り
い
つ
く
し
む
気
持
を
表
わ
す
語
で
、
相
手
を
目
上

と
意
識
し
た
場
合
に
は
用
い
な
い
。
対
し
て
、
ウ
ル
ハ
シ
は
、
気
高
い
ま

で
に
整
っ
た
美
し
さ
に
対
し
て
愛
情
を
こ
め
て
ほ
め
る
語
で
、
相
手
を
目

下
と
意
識
し
た
場
合
に
は
用
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
敬
語
と
同

様
、
男
は
女
に
対
し
て
ウ
ッ
ク
シ
と
こ
そ
言
え
、
ウ
ル
ハ
シ
と
呼
ぶ
こ
と

は
な
い
。

お
お
さ
ざ
き
の
み
こ
と

記
歌
謡
四
六
に
、
大
雀
命
（
仁
徳
）
の
詠
と
し
て
、

し

り

こ

は

だ

を

と

め

ね

ウ

ル

ハ

道
の
後
古
波
陀
娘
子
は
争
は
ず
寝
し
く
を
し
ぞ
も
宇
流
波

シ

ミ
志
美
思
ふ

と
い
う
歌
が
あ
る
。
男
が
女
に
ウ
ル
ハ
シ
と
言
っ
た
珍
し
い
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
相
手
の
古
波
陀
娘
子
は
、
大
雀
命
が
父
応
神
天
皇
に
請
う
て

賜
っ
た
女
性
で
あ
る
。
大
雀
命
は
、
右
の
歌
の
前
で
、

し
り

道
の
後
古
波
陀
娘
子
を
神
の
如
聞
え
し
か
ど
も

相
枕
ま
く

（
四
五
）

と
も
う
た
っ
て
い
る
。
父
か
ら
賜
っ
た
神
の
ご
と
き
女
性
。
だ
か
ら
こ
そ

ウ
ル
ハ
シ
ミ
オ
モ
フ
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
記
歌
謡
に
は
、
ま
た
、

さ
寝
し
さ
寝
て
ば
苅
薦
の
乱
れ
ば
乱
れ
さ
寝

ウ

ル

，

シ

宇
流
波
斯
と

し

さ

寝

て

ば

（

八

0
)

と
い
う
歌
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
木
梨
軽
太
子
が
同
母
妹
軽
大
郎
女
と
婚
し

た
時
の
歌
で
あ
る
。
禁
忌
を
侵
し
て
の
特
殊
な
相
手
で
、
ウ
ル
ハ
シ
が
用

い
ら
れ
て
然
る
べ
き
文
脈
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
古
典
集
成
『
古
事
記
』

に
は
、
こ
の
初
句
に
対
し
て
「
軽
大
郎
女
の
心
の
誠
実
を
い
と
し
い
と
感

じ
て
」
と
注
し
て
い
る
。

一
方
、
『
萬
葉
集
』
巻
二
十
の
防
人
歌
に
、
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あ

め

つ

し

ウ

ッ

ク

シ

こ

と

天
地
の
い
づ
れ
の
神
を
祈
ら
ば
か
有
都
久
之
母
に
ま
た
言
と
は
む

（
四
三
九
二
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
子
の
防
人
が
そ
の
母
に
対
し
て
ウ
ッ
ク
シ
と
言
っ
た

も
の
。
こ
れ
ま
た
珍
し
い
例
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
宮

地
敦
子
『
身
心
語
彙
の
史
的
研
究
』
（
第
二
部
第
五
章
）
に
言
及
が
あ
り
、
「
こ

の
歌
は
幼
い
子
か
ら
見
た
母
親
で
は
な
く
、
男
盛
り
の
防
人
が
老
母
に
対

し
て
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
の
母
親
は
む
し
ろ
子
供
同
然
で

は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

ウ
ル
ハ
シ
の
語
性
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
宅
守
に
は
、
娘
子
に

対
し
て
ウ
ル
ハ
シ
と
言
っ
た
例
が
④
の
歌
以
外
に
二
つ
あ
る
。
⑥
⑥
と
し

て
掲
げ
る
な
ら
ば
、

ウ

ル

ハ

シ

あ

も

い

も

お

も

⑥
宇
流
波
之
と
我
が
思
ふ
妹
を
思
ひ
つ
つ
行
け
ば
か
も
と
な
行
き
悪
し

か

る

ら

む

（

三

七

二

九

）

第

一

回

四

首

中

ウ

ル

ハ

｀

ン

あ

も

い

も

や

ま

か

は

⑥
宇
流
波
之
と
我
が
思
ふ
妹
を
山
川
を
中
に
へ
な
り
て
安
け
く
も
な
し

（
三
七
五
五
）
第
三
回
―
二
首
中

の
ご
と
し
。
宅
守
の
こ
の
ウ
ル
ハ
シ
三
例
は
、
宅
守
が
娘
子
に
対
し
て
ウ

ッ
ク
シ
と
述
べ
た
例
が
な
く
、
集
中
の
確
例
と
し
て
男
が
女
に
用
い
た
ウ

ル
ハ
シ
の
例
の
他
に
存
し
な
い
こ
と
と
噛
み
合
わ
せ
て
見
る
な
ら
ば
、
そ

の
特
異
性
が
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
す
る
と
い
え
よ
う
。

ウ
ル
ハ
シ
の
本
質
に
ま
で
視
野
を
及
ぼ
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
宅
守
の
歌
に
女
性
の
口
調
の
歌
が
目
立
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
説
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
陣
を
切
っ
て
存
す
る
の
は
、
藤
原

芳
男
「
中
臣
宅
守
茅
上
娘
子
贈
答
歌
」
（
萬
葉
第
三
十
八
号
）
。
編
輯
の
過
程
に

お
い
て
娘
子
の
作
が
宅
守
歌
群
に
童
入
し
た
と
見
る
説
で
、
そ
の
因
は
、

宅
守
と
娘
子
と
の
贈
答
歌
集
が
「
娘
子
の
メ
モ
に
基
い
た
も
の
」
で
あ
っ

た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
つ
い
で
は
、
拙
稿
「
萬
葉
の
歌
物
語
ー
巻
十
五
の

論
ー
」

(
r
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
下
第
七
章
第
一
節
）
の
注

(
5
)
に
引
く
、
佐

竹
昭
広
氏
の
談
話
説
。
巻
十
五
に
は
、
そ
の
前
半
に
も
夫
の
悲
別
歌
と
し

て
、
「
秋
さ
ら
ば
相
見
む
も
の
を
何
し
か
も
霧
に
立
つ
べ
く
嘆
き
し
ま
さ
む
」

（
三
五
八
一
）
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
巻
十
五
に
男
か
ら
女
へ
の
敬
語
が
集

中
す
る
の
は
、
そ
の
両
歌
群
が
「
女
」
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
た
反
映
か
も

し
れ
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
最
も
近
く
は
、
吉
井
巌
『
萬
葉
集
全
注
』

巻
第
十
五
の
説
。
こ
の
説
は
、
①
の
歌
（
三
七
三
六
）
の
条
で
、
宅
守
の
歌

の
中
に
「
か
か
る
作
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
無
頓
着
さ
は
、
編
輯
以
前
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
で
の
作
が
、
宅
守
と
娘
子
の
物
語
に
入
り
こ
ん
で
い
た
、

と
い
う
可
能
性
を
推
定
さ
せ
る
」
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
藤
原
・
吉
井
説
は
、
編
者
の
疎
漏
に
責
任
を
帰
す
る
も
の
で
、

い
か
な
る
解
釈
も
考
え
ら
れ
な
い
と
決
定
し
た
場
合
に
の
み
、
用
い
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
『
萬
葉
集
』
全
体
の
編
纂
状
況
を
見
る
に
、
明
ら
か
に
女

性
の
作
と
見
ら
れ
る
歌
を
い
く
つ
も
男
の
歌
の
中
に
無
頓
着
に
残
す
と
い

う
こ
と
な
ど
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
佐
竹
談
話
説
は
、
昭
和
四
十
年

（
一
九
六
五
）
前
後
、
筆
者
が
、
巻
十
五
の
両
歌
群
の
よ
う
な
”
優
雅
の
文

学
＂
の
享
受
の
場
が
宮
廷
の
後
宮
社
会
（
女
房
的
社
会
）
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
を
あ
ち
こ
ち
で
論
じ
た
点
を
激
励
す
る
一
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
、
責
任
は
す
べ
て
筆
者
に
存
す
る
。
そ
し
て
、
三
つ
の
説
の

中
で
は
最
も
論
理
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
原
因
が
そ
こ
に
あ
る
も

の
な
ら
ば
、
敬
語
現
象
が
も
っ
と
普
遍
性
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
然
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
『
萬
葉
集
』
に
は
、
巻
一
の
根

幹
を
な
し
た
持
統
萬
葉
、
巻
一
・
ニ
の
根
幹
を
な
し
た
元
明
萬
葉
な
ど
、

そ
の
享
受
者
と
し
て
少
な
か
ら
ず
女
性
の
か
か
わ
っ
た
”
優
雅
の
文
学
“
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が
他
に
も
多
々
見
ら
れ
る
の
に
、
そ
こ
に
は
宅
守
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
現
象
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
不
審
で
あ
る
。

巻
十
五
後
半
歌
群
に
お
い
て
、
古
来
、
宅
守
は
、
娘
子
に
比
べ
て
評
価

が
芳
し
く
な
い
。
例
え
ば
、
鴻
巣
盛
広
『
萬
葉
集
全
釈
』
（
昭
和
八
年
）
の
両

者
に
対
す
る
批
評
を
概
括
し
て
示
す
と
、
娘
子
は
輪
廓
が
大
き
く
情
熱
的

で
あ
る
の
に
対
し
、
宅
守
は
女
々
し
く
後
世
的
で
語
彙
に
乏
し
い
と
い
う
。

か
よ
う
な
評
価
は
、
佐
佐
木
信
綱
『
上
代
文
学
史
』
（
昭
和
十
年
）
、
斎
藤
茂

吉
『
萬
葉
秀
歌
』
（
昭
和
士
二
年
）
、
高
藤
武
馬
『
萬
葉
女
人
像
』
（
昭
和
十
九
年
）

な
ど
で
も
同
様
で
、
『
萬
葉
女
人
像
』
で
は
「
宅
守
は
娘
子
に
三
舎
を
さ
け

る
と
評
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
」
と
ま
で
断
じ
て
い
る
。
巻
十
五
後
半

歌
群
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
史
は
、
島
木
赤
彦
『
萬
葉
集
の
鑑
賞
及

び
其
批
評
』
（
大
正
十
四
年
）
に
始
ま
る
も
の
と
覚
し
い
。
こ
の
書
は
、
娘
子

の、

な

が

て

く

た

た

や

あ

め

ひ

君
が
行
く
道
の
長
手
を
繰
り
畳
ね
焼
き
滅
ぼ
さ
む
天
の
火
も
が
も

（
三
四
二
七
）

に
つ
い
て
、
「
い
か
に
も
激
越
に
し
て
痛
切
」
、
「
心
と
調
と
の
間
に
空
虚
が

な
」
い
な
ど
と
評
し
つ
つ
、
娘
子
の
歌
を
一
七
首
採
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

宅
守
の
歌
は
一
首
も
取
り
挙
げ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
根
底
に
、
敬
語
を
用
い
た
宅
守
歌
が
大

き
な
要
素
と
し
て
存
し
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
宅
守
敬
語
歌
の
最
初
の
歌

三
七
三
六
を
め
ぐ
っ
て
の
、
諸
家
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
よ
っ
て
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
「
女
性
的
口
吻
で
あ
る
」
（
鴻
巣
r
全
釈
』
）
、
「
女
々
し
い

ま
で
に
痛
切
な
愛
の
誓
で
あ
る
」
（
佐
佐
木
r
評
釈
』
）
、
「
五
句
に
敬
語
を
使
用

し
て
ゐ
る
の
は
、
却
つ
て
よ
そ
／
＼
し
い
。
内
容
も
愚
痴
つ
ぼ
く
、
め
そ

め
そ
し
て
ゐ
る
」
（
武
田
r
全
註
釈
』
）
、
「
常
識
的
な
こ
と
を
、
説
明
の
形
で
訴

え
た
も
の
で
、
平
凡
に
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
結
句
の
敬
語
も
鄭
重
に
す

ぎ
る
」
（
窪
田
『
評
釈
』
）
o

．

た
だ
し
、
島
木
赤
彦
以
来
、
諸
家
は
、
宅
守
が
そ
こ
で
ど
う
し
て
敬
語

を
用
い
た
の
か
、
そ
の
敬
語
使
用
は
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
立
ち

入
ろ
う
と
し
な
い
。
わ
ず
か
に
見
る
べ
き
は
、
三
七
三
六
以
下
の
敬
語
に

つ
い
て
「
女
性
に
対
し
て
の
慣
用
」
（
窪
田
r
評
釈
』
）
と
い
う
発
言
と
、
三
七

三
六
の
「
思
ほ
し
め
す
な
」
に
つ
い
て
「
音
数
の
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
異

例
の
敬
語
使
用
と
言
っ
て
よ
い
」
（
『
新
編
全
集
』
）
と
い
う
発
言
を
見
る
程
度
。

し
か
し
、
前
者
は
ま
っ
た
く
間
違
っ
た
解
釈
で
あ
り
、
後
者
は
現
象
を
説

明
し
た
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

巻
十
五
後
半
歌
群
の
評
価
史
に
お
い
て
、
見
逃
し
が
た
い
人
が
い
る
。

ア
ラ
ラ
ギ
歌
人
土
屋
文
明
。
歌
人
は
、
昭
和
七
年
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
七
月

号
に
お
い
て
、
例
の
「
天
の
火
も
が
も
」
の
歌
に
つ
い
て
「
幾
分
大
仰
に

も
見
え
る
の
で
あ
る
」
と
発
言
、
昭
和
十
八
年
の
『
萬
葉
集
小
径
』
に
お

い
て
「
娘
子
の
歌
は
概
し
て
宅
守
に
劣
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
云
々
」

と
言
い
、
昭
和
二
十
九
年
の
『
萬
葉
集
私
注
』
に
お
い
て
は
、
「
概
し
て
此

の
娘
子
の
作
に
は
身
振
が
多
い
や
う
で
あ
る
。
ー
中
略
ー
従
来
此
の
二
人

の
贈
答
歌
、
殊
に
娘
子
の
作
に
は
、
讃
辞
を
惜
し
ま
ぬ
者
が
多
い
の
で
あ

る
が
、
注
者
は
必
し
も
そ
れ
に
賛
同
し
な
い
。
巧
妙
と
い
へ
ば
巧
妙
で
あ

る
が
、
純
真
に
は
遠
い
も
の
の
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
歌

人
の
こ
の
見
解
は
、
つ
と
に
、
上
田
英
夫
「
狭
野
茅
上
娘
子
」
（
『
萬
葉
集
講

座
』
第
一
巻
昭
和
八
年
）
や
今
井
邦
子
『
萬
葉
集
継
釈
』
巻
十
五
（
昭
和
十
年
）

に
影
を
落
し
て
お
り
、
両
書
と
も
、
宅
守
・
娘
子
へ
の
評
価
は
島
木
赤
彦

系
に
属
し
な
が
ら
も
、
宅
守
に
つ
い
て
、
前
者
は
「
発
想
の
素
朴
さ
淡
々

た
る
表
現
の
中
に
籠
る
一
脈
の
魅
力
等
」
の
存
す
る
こ
と
、
後
者
は
「
朴
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訥
さ
の
中
に
、
や
は
り
一
種
の
洗
練
さ
れ
た
感
情
」
が
あ
り
、
「
そ
れ
が
歌

の
何
処
か
に
薫
ひ
出
て
ゐ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
土
屋
文
明
系
の
発
言
は
、
宅
守
に
関
し
て
き
わ
め
て
注
目
す
べ

き
見
解
と
思
わ
れ
、
こ
う
し
た
見
解
の
中
に
こ
そ
、
宅
守
の
敬
語
歌
に
つ

い
て
立
ち
入
っ
た
発
言
が
存
す
る
は
ず
と
注
意
を
払
っ
た
の
で
あ
る
が
、

文
明
以
下
三
人
と
も
、
宅
守
の
敬
語
使
用
に
つ
い
て
は
寸
言
も
発
し
て
い

な
い
。
宅
守
の
敬
語
は
、
注
目
さ
れ
た
場
合
は
否
定
的
に
働
い
て
解
答
を

得
ず
、
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
場
合
も
無
頓
着
に
過
ご
さ
れ
て
、
今
日
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
臣
宅
守
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

ち

り

ひ

ぢ

ワ

レ

A
塵
泥
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
和
礼
ゆ
ゑ
に
思
ひ
わ
ぶ
ら
む
妹
が
か
な
し
さ

（
三
七
二
七
）
第
一
回
四
首
中

と

こ

や

み

ア

レ

B
逢
は
む
日
を
そ
の
日
と
知
ら
ず
常
闇
に
い
づ
れ
の
日
ま
で
安
礼
恋
ひ

居

ら

む

（

三

七

四

二

）

第

二

回

一

四

首

中

A
は
第
一
回
悲
別
歌
四
首
中
の
冒
頭
歌
（
宅
守
全
四
0
首
中
の
冒
頭
歌
）
で
あ

り、

B
は
第
二
回
一
四
首
（
配
所
に
て
最
初
に
娘
子
に
贈
っ
た
歌
群
）
の
中
の
第

―
一
首
で
あ
る
。

A
の
初
句
に
つ
い
て
は
「
散
り
泥
の
」
と
解
す
べ
き
だ

と
す
る
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
（
内
田
賢
徳
「
塵
の
身
」
京
大
教
養
部
報
一
五
七
）
、

通
説
に
従
っ
て
お
く
。

B
の
第
三
句
「
常
闇
に
」
は
常
に
最
高
の
暗
さ
を

持
つ
闇
の
中
に
の
意
で
、
結
句
「
安
礼
恋
ひ
居
ら
む
」
に
か
か
る
。
昼
夜

の
別
な
く
ま
っ
暗
闇
の
中
、
つ
ま
り
、
流
人
と
し
て
い
つ
も
暗
潅
た
る
心

情
の
中
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
集
中
、
他
に
類
が
な
い
。

他
に
類
が
な
い
と
い
え
ば
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

A
の
「
和
礼

ア

レ

ぁ

ゆ
ゑ
に
」
（
我
れ
ゆ
ゑ
に
）
と

B
の
「
安
礼
恋
ひ
居
ら
む
」
（
我
れ
恋
ひ
居
ら
む
）

で
あ
る
。
ワ
レ
ユ
ヱ
ニ
と
い
う
表
現
は
い
く
ら
で
も
あ
る
よ
う
に
見
え
な

が
ら
、
集
中
こ
こ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
、
ワ
ガ
ユ
ヱ
（
二
）

と
い
う
の
が
習
い
。

ワ

ガ

ユ

ヱ

…
…
し
っ
た
ま
き
い
や
し
き
吾
之
故

ま
す
ら
を
の
争
ふ
見
れ
ば

（

9
-
八
0
九）

ワ

ガ

ユ

ヱ

ニ

や

和
我
由
恵
休
思
ひ
な
痩
せ
そ
秋
風
の
吹
か
む
そ
の
月
逢
は
む
も
の
ゆ

ゑ

(15
三
五
八
六
）

和
我
由
恵
仁
妹
嘆
く
ら
し
風
早
の
浦
の
沖
辺
に
霧
た
な
び
け
り

(15
三
六
一
五
）

ワ

ガ

ユ

ヱ

二

命
あ
ら
ば
逢
ふ
こ
と
も
あ
ら
む
和
我
由
恵
休
は
だ
な
思
ひ
そ
命
だ
に

経
ば

(15
三
七
四
五
）

…
…
百
足
ら
ず
八
十
の
衝
に
夕
占
に
も
占
に
も
ぞ
問
ふ
死
ぬ
ベ

ワ

ガ

ユ

ヱ

き

吾

之

故

（

16-l-
八
―
―
)

の
と
お
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

み
ね

痴
副
言
は
れ
し
妹
は
高
山
の
嶺
の
朝
霧
過
ぎ
に
け
む
か
も(11

ニ
四
五
五
）

お

も

こ

ち

た

お
ほ
ろ
か
の
心
は
思
は
じ
剛
~
人
に
言
痛
く
言
は
れ
し
も
の
を

(11
ニ
五
三
五
）

の
ち

我
故
休
い
た
く
な
わ
び
そ
後
つ
ひ
に
逢
は
じ
と
言
ひ
し
こ
と
も
あ
ら

な
く
に

(12
三
―
―
六
）

の
傍
線
部
三
例
は
ワ
ガ
ユ
ヱ
ニ
か
ワ
レ
ユ
ヱ
ニ
か
明
確
で
は
な
い
。
し
か

し
、
ワ
ガ
ユ
ヱ
ニ
と
訓
ず
べ
き
こ
と
の
明
瞭
な
先
の
五
例
の
う
ち
三
例
ま

で
が
上
に
修
飾
語
を
伴
わ
な
い
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
目
下
修
飾
語
の
な
い

三
例
は
ワ
ガ
ユ
ヱ
ニ
と
訓
む
べ
き
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
今
日
、
諸
家
こ
と
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ご
と
く
ワ
ガ
ユ
ヱ
ニ
と
訓
ん
で
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
ワ
レ
ユ
ヱ
ニ
と
ワ
ガ
ユ
ヱ
ニ
と
は
ど
う
違
う
か
。
ワ
レ
は
自
己

を
そ
の
ま
ま
称
し
た
も
の
、
ワ
ガ
は
連
体
修
飾
の
ガ
を
介
し
て
下
の
語
と

連
結
す
る
も
の
。
ワ
レ
が
ワ
ガ
よ
り
も
独
立
性
高
く
、
自
己
凝
視
、
自
己

認
識
の
度
合
い
を
強
く
持
つ
こ
と
は
い
う
に
及
ば
な
い
。
ワ
レ
ユ
ヱ
ニ
は

集
中
こ
こ
だ
け
の
例
で
あ
っ
た
。
こ
こ
だ
け
が
な
ぜ
ワ
レ
ユ
ヱ
ニ
と
い
わ

れ
た
の
か
。
事
は
、
上
に
「
塵
泥
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
」
と
二
句
に
わ
た
る

修
飾
句
を
冠
し
て
い
る
点
に
由
来
し
よ
う
。
こ
の
上
二
句
は
「
塵
泥
の
数

に
も
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
現
在
の
自
己
を
冷
静
に
認
識
し
た

表
現
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
ワ
レ
ユ
ヱ
ニ
と
い
う
例
の
な
い
自
己
凝
視
を

喚
起
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
に
修
飾
句
が
冠
せ
ら
れ
て
も
下
が
ワ

ガ
ユ
ヱ
ニ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
、

ワ

ガ

ユ

ヱ

し
っ
た
ま
き
い
や
し
き
吾
之
故
（
9
-
八
0
九）

ワ

ガ

ユ

ヱ

死
ぬ
べ
き
吾
之
故

(16
三
八
―
―
)

な
ど
。
だ
か
ら
、
こ
こ
も
「
塵
泥
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
ワ
ガ
ユ
ヱ
ニ
」
と
言

お
う
と
思
え
ば
言
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
宅
守
は
そ
う
言
わ
な
か

っ
た
。
「
塵
泥
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
」
に
強
い
自
己
認
識
を
託
し
た
結
果
で
あ

る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

ワ
レ
ユ
ヱ
ニ
が
告
げ
る
意
味
と
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
を
持
つ
の
が
、

B

ア

レ

の
歌
の
結
句
「
安
礼
恋
ひ
居
ら
む
」
で
あ
る
。
「
我
」
と
「
恋
ひ
居
り
」
と

が
複
合
す
る
場
合
は
、
集
中
か
な
ら
ず
ア
ガ
コ
ヒ
ヲ
ラ
ム
と
言
い
、
ア
レ

コ
ヒ
ヲ
ラ
ム
と
言
う
こ
と
は
宅
守
の
こ
の
一
例
以
外
に
は
な
い
。

ひ

と

く

に

カ

ア

ガ

コ

ヒ

ヲ

ラ

ム

他
国
に
君
を
い
ま
せ
て
い
つ
ま
で
可
安
我
故
非
乎
良
牟
時
の
知
ら
な

く

(15
三
七
四
九
）

や

ア

ガ

コ

ヒ

ヲ

ラ

ム

草
枕
旅
に
し
ば
し
ば
か
く
の
み
也
君
を
遣
り
つ
つ
安
我
孤
悲
乎
良
牟

(17
三
九
三
六
）

ヤ

ア

ガ

コ

ヒ

ヲ

ラ

ム

よ

る

と

さ

か
く
の
み
也
安
我
故
非
乎
浪
牟
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
紐
だ
に
解
き
放
け

ず
し
て

(17
三
九
三
八
）

は
仮
名
書
例
。
す
べ
て
、
上
に
明
記
さ
れ
る
係
助
詞
カ
・
ヤ
に
か
か
わ
っ

て
ア
ガ
コ
ヒ
ヲ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
仮
名
書
例
な
ら
ぬ
歌
が
、

こ

よ

ひ

ツ

ネ

ノ

ゴ

ト

ク

ヤ

ア

ガ

コ

ヒ

ヲ

ラ

ム

年
の
恋
今
夜
尽
し
て
明
日
よ
り
は
如
常
哉
吾
恋
居
牟
(10
ニ
0
三七）

相
思
は
ぬ
人
之
故
可
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
言
恋
将
居(11

ニ
五
三
四
）

イ

ツ

マ

デ

カ

ア

ガ

コ

t
ヲ
ラ
ム

あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
何
時
左
右
鹿
我
恋
将
居
命
知
ら
ず
て

(12
ニ
九
三
五
）

な
ど
八
首
存
在
す
る
け
れ
ど
も
（
他
に
10
ニ
0
三
八
・
ニ
ニ
九
六
、

11
二
三
六
七
・

二
六
七
三
・
ニ
七
一
五
）
、
す
べ
て
上
に
「
哉
」
「
可
」
「
鹿
」
な
ど
係
助
詞
の
明

記
が
あ
り
、
下
は
ア
ガ
コ
ヒ
ヲ
ラ
ム
と
訓
ず
べ
き
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
だ
け
が
な
ぜ
ア
レ
コ
ヒ
ヲ
ラ
ム
に
な
っ
た
の
か
。
上
に
係
助
詞
ヤ
・

力
な
ど
を
仰
が
な
い
形
で
歌
を
詠
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
我
れ
」
な
る
も
の

が
、
「
い
ず
れ
の
日
ま
で
恋
い
続
け
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
」
、
そ
の
様

態
を
凝
視
し
た
結
果
で
あ
る
。
先
に
「
常
闇
に
恋
ふ
」
と
い
う
表
現
は
他

に
類
を
見
な
い
と
指
摘
し
た
。
「
我
れ
恋
ひ
居
ら
む
」
も
他
に
類
が
な
い
。

「
常
闇
に
…
…
我
れ
恋
ひ
居
ら
む
」
が
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
に
用
い
ら
れ
た

表
現
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
集
中
に
、
大

伴
旅
人
の
表
現
と
し
て
「
我
が
枕
か
む
」

(
3
四
三
九
、

5
八一

0
)
と
い
う
句

が
あ
り
、
大
伴
家
持
の
も
の
と
し
て
「
我
れ
枕
か
む
」

(19
四
一
六
三
）
と
い

う
句
が
あ
っ
て
、
ア
ガ
コ
ヒ
ヲ
ラ
ム
と
ア
レ
コ
ヒ
ヲ
ラ
ム
と
の
相
違
と
、

あ
り
よ
う
を
等
し
う
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。

以
上
、
中
臣
宅
守
が
、
萬
葉
び
と
の
中
で
と
く
に
自
己
を
凝
視
し
認
識
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す
る
こ
と
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
か
と
思
う
。
宅
守

が
さ
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
知
性
が
豊

か
で
、
ゆ
と
り
に
富
ん
で
い
た
こ
と
に
直
結
す
る
。
宅
守
四

0
首
中
の
、

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
大
路
は
行
き
よ
け
ど
こ
の
山
道
は
行
き
悪
し
か

り

け

り

（

三

七

二

八

）

第

一

回

四

首

中

も

の

も

ね

あ
か
ね
さ
す
昼
は
物
思
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
音
の
み
し
泣

か

ゆ

（

三

七

三

二

）

第

二

回

一

四

首

中

も
の
も

さ
寝
る
夜
は
多
く
あ
れ
ど
も
物
思
は
ず
安
く
寝
る
夜
は
さ
ね
な
き
も

の

を

（

三

七

六

0
)
第
三
回
一
三
首
中

山
川
を
利
に
へ
な
り
て
剃
〇
と
も
心
を

11思
ほ
せ
我
妹

（
三
七
六
四
）
第
三
回
一
三
首
中

な
ど
の
歌
は
、
そ
の
知
性
と
ゆ
と
り
の
現
わ
れ
で
は
な
い
か
と
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
物
の
整
然
た
る
対
比
の
中
に
思
い
を
託
し

た
作
で
、
技
巧
性
に
走
っ
て
い
る
と
い
え
ば
い
え
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
配
所
に
籠
め
ら
れ
た
流
人
と
い
う
環
境
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

ぎ
り
ぎ
り
の
中
で
自
己
を
冷
静
に
客
観
視
す
る
特
性
に
宅
守
が
恵
ま
れ
て

い
た
こ
と
を
告
げ
る
に
充
分
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
『
全
釈
』
に

は
、
三
七
三
二
に
つ
い
て
「
螢
も
夜
も
女
を
思
ふ
こ
と
を
強
調
し
た
だ
け

の
歌
だ
」
、
三
七
六

0
に
対
し
て
「
つ
ま
ら
な
い
平
凡
な
、
女
々
し
い
繰
言

に
過
ぎ
な
い
」
と
評
し
、
『
全
注
』
に
は
、
三
七
六
四
に
つ
い
て
「
作
中
に

『
中
』
『
遠
』
『
近
』
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
意
図
さ
れ
た
も

の
と
す
れ
ば
、
言
葉
に
遊
ぶ
余
裕
が
見
ら
れ
、
第
三
者
に
よ
る
添
加
と
い

う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
―
つ
の
見
方
か
も

し
れ
な
い
が
、
論
じ
来
っ
た
と
こ
ろ
と
併
合
し
て
見
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、

宅
守
の
人
間
性
の
特
質
を
語
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
る
の
が
穏

当
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
娘
子
二
三
首
中
に
こ
の
類
の
技
巧
を
持
つ
歌
が

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
対
比
し
て
宅
守
の
沈
着
な
姿
勢
が
浮
彫
り
に
さ

れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

自
己
凝
視
の
力
に
富
み
、
認
識
力
が
豊
か
で
心
に
ゆ
と
り
を
持
つ
人
は
、

自
分
の
存
在
や
歩
み
に
つ
い
て
内
省
の
度
が
深
い
こ
と
を
常
と
す
る
。
例

に
洩
れ
ず
、
宅
守
が
さ
よ
う
な
人
格
の
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
歌

が
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
三
七
六

0
の
歌
を
含
む
次
の
四
首
が
そ
れ
で
あ
る
。

だ
け
お
ほ
み
や
ひ
と

日
さ
す
竹
の
大
宮
人
は
今
も
か
も
人
な
ぶ
り
の
み
好
み
た
る
ら
む

（
三
七
五
八
）

し

る

し

ぬ

口
た
ち
か
へ
り
泣
け
ど
も
我
れ
は
験
な
み
思
ひ
わ
ぶ
れ
て
寝
る
夜
し
ぞ

多

き

（

三

七

五

九

）

も

の

も

ぬ

よ

ぬ

国
さ
寝
る
夜
は
多
く
あ
れ
ど
も
物
思
は
ず
安
く
寝
る
夜
は
さ
ね
な
き
も

の

を

（

三

七

六

0
)

よ

の

な

か

つ

ね

こ

と

わ

り

た

ね

四
世
間
の
常
の
理
か
く
さ
ま
に
な
り
来
に
け
ら
し
す
ゑ
し
種
か
ら

（
三
七
六
一
）

こ
の
四
首
は
、
宅
守
第
三
回
一
三
首
中
の
も
の
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
一

三
首
は
、
四
首
（
三
七
五
四
S
七
）
、
四
首
（
三
七
五
八
＼
六
一
）
、
三
首
（
三
七
六

二
＼
四
）
、
二
首
（
三
七
六
五
S
六
）
の
四
組
に
分
か
れ
る
（
『
釈
注
』
参
照
）
。
つ

ま
り
、
右
日
＼
回
の
四
首
は
四
組
中
の
第
二
組
に
あ
た
る
。
第
一
組
が
、

越
え
て
来
た
「
関
」
「
山
」
を
主
題
に
し
て
悲
哀
を
述
べ
る
の
に
対
し
て
、

流
刑
に
至
っ
た
事
の
次
第
を
主
題
に
し
て
い
る
。

日
の
歌
は
、
宅
守
の
配
流
が
政
治
的
事
件
の
失
脚
に
よ
る
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
。
時
（
天
平
十
一
年
頃
）
の
台
閣
の
中
心
は
大
納
言
従
二
位
橘
宿
禰
諸

兄
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
勢
力
に
何
ら
か
批
判
を
抱
く
人
た
ち
の

一
員
と
し
て
陰
謀
に
加
わ
っ
た
と
こ
ろ
、
仲
間
の
誰
か
か
ら
密
告
な
ど
さ
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れ
て
勅
罪
を
蒙
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
同
志
と
思
っ
て
い
た
者
に
よ
る
さ

よ
う
な
仕
打
ち
を
言
い
表
わ
す
の
が
第
四
句
の
「
人
な
ぶ
り
」
（
人
の
も
て
あ

そ
び
）
で
あ
ろ
う
。
「
人
な
ぶ
り
」
は
、
「
娘
子
力
事
二
依
テ
我
配
流
ニ
ア
へ

ル
ヲ
ナ
フ
リ
云
々
」
の
意
（
留
守
居
の
娘
子
が
人
に
か
ら
か
わ
れ
愚
弄
さ
れ
る
こ
と
）

と
す
る
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
続
く
口
の
歌
が
「
た
ち
か

へ
り
泣
け
ど
も
」
と
歌
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
孝
慮
す
る
な
ら
ば
、
不
当

と
考
え
ら
れ
る
。
宅
守
は
、
人
の
中
傷
に
よ
っ
て
今
日
の
運
命
に
立
ち
至

っ
た
こ
と
を
改
め
て
想
起
し
な
が
ら
こ
の
一
首
を
詠
ん
で
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
口
の
歌
の
そ
の
「
た
ち
か
へ
る
」
は
、
一
般
に
繰
り
返
す
意

と
解
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
（
『
代
匠
記
』
初
）
、
「
か
へ
る
」
は
集
中
す
べ
て

元
の
所
、
事
の
初
め
に
帰
る
こ
と
を
い
う
（
2
-
四
二
「
帰
り
見
む
」
以
下
多
数
）
。

窪
田
『
評
釈
』
に
、
つ
と
に
「
事
の
初
め
に
潮
っ
て
考
え
て
」
と
説
く
の

が
正
し
い
。
前
歌
で
事
件
の
起
こ
っ
た
折
の
こ
と
を
想
起
し
た
の
を
承
け

て
、
「
た
ち
か
へ
り
」
（
そ
も
そ
も
の
最
初
の
こ
と
を
思
い
返
し
て
）
と
嘆
い
た
の

で
あ
る
。

曰
の
歌
の
下
三
句
は
、
大
宮
人
の
「
人
な
ぶ
り
」
を
想
起
し
、
事
の
初

め
に
立
ち
返
っ
て
物
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
「
安
く
寝
る
夜
」
は
―
つ
も
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
直
接
に
は
前
歌
の
結
句
「
寝
る
夜
し
ぞ
多
き
」
を

上
二
句
に
承
け
な
が
ら
、
元
に
立
ち
返
っ
て
「
人
な
ぶ
り
」
を
悲
し
む
心

を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
一
首
は
、
そ
こ
に
事
件
に

関
す
る
表
現
を
有
し
な
い
も
の
の
、
流
刑
の
事
の
次
第
を
主
題
と
す
る
一

連
の
中
で
そ
れ
な
り
に
大
き
く
呼
吸
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

最
後
の
回
の
歌
は
、
「
人
な
ぶ
り
」
に
よ
っ
て
今
日
に
至
っ
た
と
恨
む
日

の
歌
に
対
し
て
、
流
刑
の
原
因
が
、
自
分
が
前
世
で
犯
し
た
罪
に
あ
る
と

み
ず
か
ら
言
い
き
か
せ
る
こ
と
で
四
首
を
ま
と
め
て
い
る
。
時
の
宅
守
の

心
情
の
帰
結
で
、
い
か
に
も
ま
と
め
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
。
紆
余
曲
折
し

た
上
で
の
、
自
分
に
す
べ
て
の
因
を
寄
せ
て
の
諦
観
で
あ
る
。

こ
の
四
首
、
曰
の
歌
だ
け
が
直
接
事
件
の
こ
と
を
言
わ
な
い
点
、
基
本

的
に
起
承
転
結
の
構
成
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
構

成
に
お
い
て
、
悲
劇
の
原
因
を
自
己
の
前
世
で
の
罪
に
帰
し
て
結
ん
だ
わ

け
で
、
宅
守
が
す
こ
ぶ
る
高
度
な
教
養
に
支
え
ら
れ
た
内
省
の
人
で
あ
っ

た
こ
と
を
告
げ
る
に
充
分
で
あ
る
。
四
首
は
、
先
に
説
い
た
「
塵
泥
の
数

ワ

レ

に
も
あ
ら
ぬ
和
礼
ゆ
ゑ
に
」
（
三
七
二
七
）
、
「
常
闇
に
い
づ
れ
の
日
ま
で
安
礼

恋
ひ
居
ら
む
」
（
三
七
四
―
―
)
の
表
現
と
強
く
連
動
し
て
宅
守
の
人
柄
・
人
間

性
を
語
り
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
び
と
の
注
目
を
、
も
っ
と
早
く
、

そ
し
て
も
っ
と
強
く
浴
び
て
然
る
べ
き
歌
々
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

筆
者
は
思
う
。
初
め
に
問
題
に
し
た
中
臣
宅
守
の
敬
語
現
象
は
、
宅
守

の
こ
の
人
柄
、
そ
の
人
間
性
に
密
着
し
て
存
在
す
る
も
の
に
相
違
な
い
と
。

章
を
改
め
る
。

狭
野
弟
上
娘
子
を
限
り
な
く
い
と
お
し
む
が
故
に
、
あ
や
す
か
の
よ
う

に
相
手
を
持
ち
上
げ
相
手
の
心
を
安
め
た
も
の
。
中
臣
宅
守
と
い
う
人
物

の
実
態
、
自
己
凝
視
、
自
己
認
識
の
力
量
が
格
別
に
豊
富
で
、
知
性
・
ゆ

と
り
・
教
養
の
度
が
高
く
、
事
態
を
客
観
視
し
存
在
を
内
省
す
る
こ
と
の

で
き
る
冷
静
な
男
性
、
こ
う
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
し
ま
え
ば
、
宅
守
と

敬
語
と
の
関
係
は
至
っ
て
単
純
明
快
、
上
の
一
文
で
す
べ
て
が
つ
き
る
と

思
う
。当

時
、
流
人
に
し
て
妻
あ
る
者
は
妻
を
伴
っ
て
配
所
に
赴
く
と
い
う
規

定
が
あ
っ
た
（
名
例
律
第
一
・
獄
令
流
人
科
断
）
。
狭
野
弟
上
娘
子
も
こ
の
規
定

四
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に
従
っ
て
宅
守
に
伴
お
う
と
し
た
ら
し
い
。
下
の
、
娘
子
第
三
回
八
首
中

の
七
番
目
の
作
に
、

む

た

お

く

君
が
共
行
か
ま
し
も
の
を
同
じ
こ
と
後
れ
て
居
れ
ど
よ
き
こ
と
も
な

し

（

三

七

七

三

）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
「
こ
ん
な
に
苦
し
い
の
な
ら
、
あ
な
た
と
一
緒
に
配
所

へ
行
く
の
だ
っ
た
の
に
。
あ
な
た
は
旅
は
つ
ら
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

わ
た
し
だ
っ
て
同
じ
こ
と
で
す
。
都
に
残
っ
て
い
て
も
、
何
の
よ
い
こ
と

も
あ
り
ま
せ
ん
」
の
意
。
二
人
の
別
離
に
際
し
て
、
娘
子
が
宅
守
に
伴
う

こ
と
を
ま
ず
主
張
し
た
事
情
を
窺
わ
せ
る
歌
で
あ
る
。
妻
の
娘
子
に
罪
は

な
い
。
し
か
も
、
「
蔵
部
の
女
嬬
」
と
い
う
宮
廷
女
官
の
現
職
で
あ
る
。
同

行
が
建
前
で
娘
子
は
そ
れ
を
願
っ
た
の
だ
が
、
現
職
と
い
う
こ
と
を
利
用

し
て
都
に
留
ま
る
こ
と
を
、
周
囲
の
人
び
と
が
押
し
進
め
た
も
の
か
。
あ

る
い
は
、
夫
の
宅
守
が
自
分
の
さ
び
し
さ
や
不
自
由
は
二
の
次
に
し
て
、

妻
を
い
た
わ
っ
て
あ
と
に
残
し
た
も
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
双
方
で
あ
ろ

う
。
巻
十
五
の
目
録
に
は
、
宅
守
の
身
分
に
つ
い
て
は
何
―
つ
語
ら
な
い

の
に
、
娘
子
に
対
し
て
は
「
蔵
部
の
女
嬬
」
と
こ
と
さ
ら
断
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
は
ず
で
、
右
の
推
断
の
無
稽
で
な
い
こ
と
を

告
げ
る
。
世
の
中
は
す
べ
て
規
定
ど
お
り
に
流
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
、
念
の
た
め
に
言
い
添
え
て
お
く
。

沈
着
冷
静
な
宅
守
の
人
柄
、
そ
れ
故
の
娘
子
へ
の
敬
語
等
の
多
用
、
こ

の
こ
と
に
右
の
情
況
を
兼
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
娘
子
は
い
か
に
も
若
々

し
く
邪
気
―
つ
な
い
愛
く
る
し
い
女
性
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
若
い

か
ら
立
居
振
舞
い
も
純
粋
率
直
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宅

守
と
は
ず
い
ぶ
ん
年
の
差
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
巻
十
五
の
目
録
に

は
「
中
臣
朝
臣
宅
守
、
蔵
部
の
女
嬬
狭
野
弟
上
娘
子
を
要
り
し
時
に
」
と

記
す
。
「
要
る
」
と
は
正
式
に
妻
と
す
る
意
だ
が
、
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
「
要

り
し
時
に
」
と
説
い
た
の
は
、
二
人
が
新
婚
早
々
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

臆
測
す
る
に
、
娘
子
は
初
婚
で
十
七
、
八
歳
程
度
、
宅
守
は
早
く
妻
を
失

っ
て
の
再
婚
で
三
十
七
、
八
歳
程
度
、
二
十
歳
位
の
差
が
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
二
人
の
結
婚
が
恋
愛
に
よ
る
こ
と
は
、
宅
守
第
四
回
二
首

中
の
あ
と
の
歌
（
宅
守
贈
答
の
最
後
の
歌
）
、

み

ま

や

と

今
日
も
か
も
都
な
り
せ
ば
見
ま
く
欲
り
西
の
御
馬
屋
の
外
に
立
て
ら

ま

し

（

三

七

七

六

）

に
よ
っ
て
明
瞭
。
か
か
る
娘
子
を
残
し
て
遠
く
配
所
に
日
を
送
る
に
あ
た

っ
て
、
宅
守
に
は
娘
子
が
け
な
げ
で
な
ら
ず
、
掌
中
に
も
包
み
こ
み
た
い

思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

宅
守
の
最
初
の
敬
語
歌
①
に
お
け
る
「
思
ほ
し
め
す
」
は
、
「
思
ふ
」
の

尊
敬
態
「
思
ほ
す
」
に
さ
ら
に
尊
敬
の
助
動
詞
「
め
す
」
の
接
続
し
た
形

で
、
集
中
最
高
級
の
敬
語
。
ほ
か
に

1
二
九
以
下
八
例
。
他
の
例
は
す
べ

て
天
皇
・
皇
子
の
み
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
③
の
歌
の
上
位
者

（
尊
者
）
に
対
す
る
謙
譲
語
「
奉
り
出
す
」
と
と
も
に
、
と
く
に
例
の
ウ

ル
ハ
シ
の
語
に
連
動
す
る
度
合
い
の
高
い
表
現
で
、
娘
子
へ
の
い
と
お
し

さ
が
最
も
あ
ら
わ
に
示
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
場
合
は
、
い
と
お
し
さ

の
あ
ま
り
の
い
さ
さ
か
の
自
嘲
が
あ
り
、
諧
請
さ
え
こ
も
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
続
く
歌
、

ひ
と人

よ
り
は
妹
ぞ
も
悪
し
き
恋
も
な
く
あ
ら
ま
し
も
の
を
思
は
し
め
つ

つ

（

三

七

三

七

）

は
、
あ
き
ら
か
に
軽
口
を
叩
く
調
子
に
な
っ
て
い
る
。
一
転
し
て
乱
暴
な

口
調
。
か
く
相
手
を
責
め
立
て
る
の
は
、
む
ろ
ん
深
い
愛
着
を
覚
え
る
あ

ま
り
の
逆
説
で
、
前
歌
に
最
高
の
敬
語
を
用
い
た
心
意
と
呼
応
す
る
も
の
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で
あ
る
。

宅
守
と
敬
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
さ
ら
に
重
視
す
べ
き
こ
と

が
あ
る
。
ウ
ル
ハ
シ
も
含
め
て
六
首
に
及
ぶ
宅
守
の
敬
語
使
用
歌
の
う
ち

の
四
首
ま
で
が
宅
守
第
三
回
一
三
首
に
集
中
し
て
い
る
の
が
そ
れ
。
一
三

首
は
、
先
に
、
四
（
三
七
五
四
S
七
）
、
四
（
三
七
五
八
＼
六
一
）
、
三
（
三
七
六
二

S
四
）
、
二
（
三
七
六
五
S
六
）
の
四
組
に
分
か
れ
る
と
指
摘
し
た
が
、
敬
語
歌

四
首
の
う
ち
の
一
首
（
三
七
五
五
）
は
第
一
組
の
二
番
目
、
一
首
（
三
七
六
四
）

は
第
三
組
の
最
後
、
あ
と
の
二
首
は
二
つ
の
歌
で
構
成
さ
れ
る
第
四
組
に

登
場
す
る
。
そ
し
て
、
敬
語
歌
の
登
場
し
な
い
第
二
組
は
、
前
章
に
お
い

て
、
そ
れ
が
宅
守
の
内
省
歌
群
で
あ
っ
て
敬
語
を
用
い
た
他
の
歌
と
質
の

上
で
連
動
す
る
こ
と
を
明
し
た
歌
群
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
第
一
回
四
首
中

に
ウ
ル
ハ
シ
の
歌
、
第
二
回
一
四
首
中
に
「
思
ほ
し
め
す
な
」
の
歌
が
現

わ
れ
、
宅
守
の
娘
子
に
対
す
る
オ
ト
ナ
と
し
て
の
い
と
お
し
み
は
全
歌
群

の
根
底
に
一
貫
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
度
合
い
が
第
三
回

歌
群
一
三
首
を
覆
っ
て
激
し
い
こ
と
は
、
否
定
し
が
た
い
。

事
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。
直
前
の
娘
子
の
九
首
が
宅
守
に
大
き
な
刺

戟
を
与
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
直
前
の
八
首
は
、
巻
十
五
後
半
歌
群

に
お
い
て
形
の
上
で
は
娘
子
の
第
二
回
歌
群
だ
が
、
配
所
で
宅
守
が
都
の

娘
子
か
ら
受
け
取
る
歌
群
と
し
て
は
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
娘
子
は
配

所
宅
守
か
ら
の
第
一
信
（
総
体
と
し
て
は
第
二
回
歌
群
）
一
四
首
（
三
七
三
一

S
四

四
）
に
応
じ
て
こ
の
九
首
を
贈
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
全
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

ゎ

①
命
あ
ら
ば
逢
ふ
こ
と
も
あ
ら
む
我
が
ゆ
ゑ
に
は
だ
な
思
ひ
そ
命
だ
に

経

ば

（

三

七

四

五

）

②
人
の
植
う
る
田
は
植
ゑ
ま
さ
ず
今
さ
ら
に
国
別
れ
し
て
我
れ
は
い
か

に

せ

む

（

三

七

四

六

）

ゎ

あ

③
我
が
や
ど
の
松
の
葉
見
つ
つ
我
れ
待
た
む
早
帰
り
ま
せ
恋
ひ
死
な
ぬ

と

に

（

三

七

四

七

）

④
他
国
は
住
み
悪
し
と
ぞ
言
ふ
速
け
く
早
帰
り
ま
せ
恋
ひ
死
な
ぬ
と
に

（
三
七
四
八
）

ひ
と
く
に

固
他
国
に
君
を
い
ま
せ
て
い
つ
ま
で
か
我
が
恋
ひ
居
ら
む
時
の
知
ら
な

く

（

三

七

四

九

）

あ
め
っ
ち

⑥
天
地
の
底
ひ
の
う
ら
に
我
が
ご
と
く
君
に
恋
ふ
ら
む
人
は
さ
ね
あ
ら

じ

（

三

七

五

0
)

し

ろ

た

へ

あ

た

だ

切
白
拷
の
我
が
下
衣
失
は
ず
持
て
れ
我
が
背
子
直
に
逢
ふ
ま
で
に

（
三
七
五
一
）

が
な

⑧
春
の
日
の
う
ら
悲
し
き
に
後
れ
居
て
君
に
恋
ひ
つ
つ
う
つ
し
け
め
や

も

（

三

七

五

二

）

⑨
逢
は
む
日
の
形
見
に
せ
よ
と
た
わ
や
め
の
思
ひ
乱
れ
て
縫
へ
る
衣
ぞ

（
三
七
五
三
）

右
の
九
首
は
、
第
一
首
が
総
論
の
冒
頭
歌
で
、
あ
と
の
八
首
は
四
首
ず

っ
二
組
に
分
か
れ
る
と
い
う
構
成
。
総
論
の
第
一
首
は
、
配
所
宅
守
か
ら

の
第
一
信
（
総
体
と
し
て
は
第
二
回
歌
群
）
一
四
首
の
最
初
の
歌
、

、

、

、

、

、

、

、

、

ヽ

ヽ

ヽ

い

も

め

か

あ

思
ふ
故
に
逢
ふ
も
の
な
ら
ば
し
ま
し
く
も
妹
が
目
離
れ
て
我
れ
居
ら

め

や

も

（

三

七

三

一

）

と
、
そ
の
一
四
首
の
最
後
の
歌
、

わ

ぎ

も

こ

あ

ヽ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

我
妹
子
に
恋
ふ
る
に
我
れ
は
た
ま
き
は
る
短
き
命
も
惜
し
け
く
も
な

し

（

三

七

四

四

）

と
を
承
け
て
、
ま
ず
宅
守
一
四
首
全
体
に
応
じ
た
も
の
。
最
初
の
歌
と
最

後
の
歌
と
に
反
応
す
る
形
を
取
り
、
し
か
も
、
そ
の
歌
い
起
こ
し
（
思
ふ
故
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に
逢
ふ
も
の
な
ら
ば
）
と
歌
い
納
め
（
短
き
命
も
惜
し
け
く
も
な
し
）
と
を
押
さ
え

て
い
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
総
論
の
冒
頭
歌
ら
し
く
知
的
で
、
こ
こ
に

は
相
手
宅
守
の
苦
し
み
を
静
め
よ
う
と
す
る
け
な
げ
な
姿
勢
が
看
取
さ
れ

る。
し
か
し
、
以
下
八
首
、
歌
い
続
け
る
に
従
っ
て
、
娘
子
は
一
転
し
て
苦

渋
を
あ
ら
わ
に
訴
え
る
。
傍
線
を
施
し
た
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

に
は
、
喚
起
さ
れ
た
苦
悶
を
喚
起
さ
れ
る
ま
ま
に
並
べ
立
て
ぶ
つ
か
っ
て

行
っ
た
姿
勢
が
顕
著
で
、
と
く
に
、
③
と
④
と
を
同
じ
表
現
で
繰
り
返
し

て
結
び
、
④
と
⑥
と
を
同
じ
語
で
歌
い
起
し
て
い
る
点
に
、
昂
奮
の
度
が

い
ち
じ
る
し
い
。
娘
子
の
歌
は
総
体
的
に
身
振
り
が
大
き
く
情
熱
的
だ
と

い
わ
れ
る
。
と
く
に
、
別
れ
に
あ
た
っ
て
の
第
一
回
四
首
中
の
、

君
が
行
く
道
の
長
手
を
繰
り
畳
ね
焼
き
滅
ぼ
さ
む
天
の
火
も
が
も

（
三
七
二
四
）

や
、
第
三
回
八
首
中
の
、

帰
り
け
る
人
来
れ
り
と
言
ひ
し
か
ば
ほ
と
ほ
と
死
に
き
君
か
と
思
ひ

て

（

三

七

七

二

）

は
、
そ
の
姿
勢
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
名
が
高
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

は
名
歌
と
い
わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
言
語
の
撰
択
や
配
合
の
知
に
支
え
ら

れ
て
い
る
。
抑
制
の
中
の
思
考
を
根
底
と
す
る
抒
情
で
あ
っ
て
、
単
な
る

叫
び
で
も
な
け
れ
ば
繰
り
言
で
も
な
い
。
目
下
の
第
二
回
九
首
の
よ
う
な

激
越
の
心
意
を
並
べ
立
て
た
歌
群
は
娘
子
の
他
の
歌
群
に
は
見
ら
れ
な
い
。

娘
子
は
こ
こ
で
最
も
昂
ぶ
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
不
幸
に
よ
っ
て
遠
く
引
き
割
か
れ
た
者
は
、
行
っ
た
相
手

が
目
的
地
に
落
ち
着
い
た
か
否
か
を
案
ず
る
時
が
最
も
辛
い
。
宅
守
の
第

一
回
歌
群
四
首
（
三
七
三
一
＼
四
）
、
す
な
わ
ち
配
流
途
上
の
そ
の
歌
を
娘
子

は
す
で
に
入
手
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
（
『
釈
注
』
参
照
）
、
罪
人
た
る

夫
が
暗
い
配
所
と
は
言
え
目
的
地
に
安
着
し
た
か
ど
う
か
は
知
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
へ
の
配
所
第
一
信
で
あ
る
。
案
じ
て
い
た
時
間
・
空
間
の
苦
悶
、

か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
寂
し
さ
、
そ
れ
が
投
影
さ
れ
て
、
極
度
な

昂
奮
と
な
り
激
情
と
な
っ
て
燃
え
る
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。

か
よ
う
な
娘
子
九
首
を
承
け
取
っ
て
贈
り
返
し
た
の
が
、
宅
守
の
第
三

回
歌
群
で
あ
る
。
冷
静
・
沈
着
。
余
裕
を
も
っ
て
事
に
対
す
る
力
量
を
持

つ
宅
守
は
、
娘
子
の
こ
の
極
度
な
昂
奮
、
激
情
に
対
処
す
る
に
、
自
己
凝

視
、
自
己
認
識
、
自
省
の
底
力
を
露
呈
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
で
な
け
れ
ば
、
第
三
回
一
三
首
に
限
っ
て
特
性
あ
る
さ
よ
う
な
歌
々

が
集
中
す
る
わ
け
は
な
い
。
い
と
お
し
み
の
情
の
激
し
い
あ
ま
り
に
、
こ

こ
で
深
く
相
手
を
鎮
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
宅
守
は
認
識
し
た
の
で
あ
ろ

ぷ
ノ

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
巻
十
五
前
半
歌
群
冒
頭
の
悲
別
歌
の
中
に
、
夫

の
歌
と
し
て
、

秋
さ
ら
ば
相
見
む
も
の
を
何
し
か
も
霧
に
立
つ
べ
く
嘆
き
し
ま
さ
む

（
三
五
八
一
）

と
い
う
、
妻
へ
の
敬
語
表
現
で
結
ぶ
歌
が
あ
る
。
こ
の
「
霧
に
立
つ
べ
く

嘆
き
し
ま
さ
む
」
は
、
上
二
句
の
「
秋
さ
ら
ば
相
見
む
も
の
を
」
に
応
じ

る
表
現
で
、
妻
に
対
す
る
夫
の
い
た
わ
り
の
心
情
が
現
わ
れ
出
た
も
の
で

あ
る
。
夫
は
、
子
ど
も
を
あ
や
す
よ
う
な
気
持
で
こ
の
一
首
を
詠
ん
だ
の

で
あ
る
。
そ
の
点
、
こ
の
夫
も
中
臣
宅
守
と
質
を
等
し
う
す
る
。
先
に
指

摘
し
た
「
愛
し
母
に
ま
た
言
と
は
む
」

(20
四
三
九
二
）
と
叫
ん
だ
防
人
も
同

様
。
男
性
と
い
う
も
の
に
は
、
極
限
の
時
、
女
性
に
対
し
て
や
さ
し
く
町

疇
な
言
葉
を
本
心
か
ら
投
げ
か
け
る
本
質
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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中
臣
宅
守
は
、
男
性
の
さ
よ
う
な
力
量
を
格
別
顕
著
に
具
備
し
て
い
た
人

物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
最
近
、
狭
野
弟
上
娘
子
は
、
そ
の
最
終
の
宅
守
へ
の
贈
歌
、

し

ろ

た

へ

あ

い

は

た

だ

白
拷
の
我
が
衣
手
を
取
り
持
ち
て
斎
へ
我
が
背
子
直
に
逢
ふ
ま
で
に

（
三
七
七
八
）

の
直
後
に
他
界
に
及
ん
だ
と
い
う
見
解
に
接
し
た
。
平
成
十
年
(
-
九
九
八
）

十
月
二
十
四
日
、
第
五
十
一
回
萬
葉
学
会
全
国
大
会
に
お
け
る
講
演
、
浅

見
徹
「
中
臣
宅
守
独
詠
歌
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
右
の
歌
に
続
く
宅
守
の
独

詠
歌
七
首
（
三
七
七
九
S
八
五
）
の
冒
頭
歌
、

我
が
や
ど
の
花
橘
は
い
た
づ
ら
に
散
り
か
過
ぐ
ら
む
見
る
人
な
し
に

（
三
七
七
九
）

は
、
弟
上
娘
子
の
死
を
背
景
と
す
る
挽
歌
的
な
歌
と
読
む
べ
き
で
、
し
た

が
っ
て
、
当
時
の
歌
群
享
受
者
は
、
「
斎
へ
我
が
背
子
直
に
逢
ふ
ま
で
に
」

の
直
後
、
娘
子
は
こ
の
世
を
後
に
し
た
も
の
と
し
て
歌
群
を
味
わ
っ
た
に

相
違
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
だ
文
章
化
さ
れ
て
い
な
い
見
解
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
の
は
礼
を

失
す
る
か
と
思
う
が
、
こ
の
見
解
が
成
立
す
る
と
は
、
筆
者
に
は
考
え
ら

れ
な
い
。
巻
二
の
巻
末
の
部
分
に
、

高
円
の
野
辺
の
秋
萩
い
た
づ
ら
に
咲
き
か
散
る
ら
む
見
る
人
な
し
に

（
二
三
一
）

と
い
う
、
志
貴
皇
子
の
死
を
悼
む
挽
歌
が
あ
る
。
宅
守
独
詠
冒
頭
歌
は
こ

の
挽
歌
に
酷
似
す
る
。
宅
守
独
詠
歌
の
冒
頭
歌
に
挽
歌
的
な
呼
吸
が
あ
る

こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
し
か
し
、
志
貴
皇
子
挽
歌
の
「
見
る
人
な
し
に
」

の
「
人
」
が
主
と
し
て
は
「
高
円
の
野
辺
の
秋
萩
」
を
生
前
に
見
た
主
人

公
志
貴
皇
子
を
婉
曲
に
指
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
の
「
人
」
も
「
花
橘
」

（
い
と
う

を
配
流
前
に
見
た
主
人
公
で
あ
る
宅
守
自
身
を
中
心
に
据
え
て
い
る
も
の

と
解
せ
ら
れ
る
。
要
は
、
主
人
を
配
所
に
失
っ
て
ひ
と
り
さ
び
し
く
咲
き

散
る
「
花
橘
」
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
我
が
身
が
あ
た
か
も
冥
界
の
人
の

ご
と
く
故
郷
（
娘
子
）
を
離
れ
て
異
郷
（
配
所
）
に
住
む
孤
絶
感
を
強
調
し
た

も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
「
家
」
に
対
し
て
は
「
旅
」
で
あ
り
、
「
花
橘
」
に

対
し
て
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
七
首
に
は
、
「
旅
」

の
配
所
に
「
家
」
と
は
無
縁
に
我
が
孤
絶
感
を
す
べ
も
な
く
誘
う
時
鳥
の

歌
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

筆
者
は
、
『
萬
葉
集
釈
注
』
巻
十
五
釈
文
の
最
後
に
、
宅
守
が
天
平
十
三

年
（
七
四
一
）
秋
九
月
八
日
の
大
赦
に
よ
っ
て
帰
国
し
た
と
推
定
し
た
の
ち
、

だ
が
、
そ
の
後
、
中
臣
宅
守
と
弟
上
娘
子
と
の
関
係
が
ど
う
な
っ
た

か
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
二
人
の
結
婚
は
宅
守
の

配
流
と
は
関
係
が
な
か
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
晴
れ
て
帰
京
し
た
の
ち

は
、
前
に
倍
し
て
親
密
な
二
人
の
夫
婦
生
活
が
営
ま
れ
た
と
見
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
「
我
が
思
ふ
心
い
た
も
す
べ
な
し
」
と
結
ば
れ
た

痛
恨
の
歌
群
の
背
後
に
、
二
人
の
そ
の
後
の
平
和
な
生
活
を
想
像
し

得
る
の
は
、
せ
め
て
も
の
慰
み
で
あ
る
。

と
書
い
た
。

中
臣
宅
守
と
敬
語
と
を
通
し
て
の
、
宅
守
と
娘
子
と
の
関
係
か
ら
見
て

も
、
巻
十
五
後
半
歌
群
は
、
や
は
り
こ
の
よ
う
に
読
む
の
が
穏
当
で
あ
る

と
考
え
る
。

〔
追
記
〕
本
稿
は
、
一
九
九
八
年
九
月
十
九
日
、
筑
波
大
学
国
語
国
文

学
会
に
お
け
る
講
演
を
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九

八
年
十
二
月
五
日
。

は
く
•
本
学
名
誉
教
授
）
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