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一

 
以
下
述
べ
る
こ
と
は
、
既
に
常
識
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
疑
問
で

あ
る
。
あ
る
い
は
見
当
外
れ
の
一
人
上
扇
で
、
物
笑
い
に
終
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
思
う
こ
と
を
云
わ
ぬ
の
も
何
と
や
ら
云
う
か
ら
、
率
直
に
私
見

を
の
べ
て
、
諸
賢
の
御
叱
正
を
受
け
だ
い
と
思
う
。

 
ヒ
ナ
ブ
リ
と
い
う
歌
曲
名
は
、
つ
ぎ
の
場
合
（
1
線
の
部
）
に
み
ら
れ
る
。

 
あ
め
 
 
 
お
と
た
な
ぼ
た
 
う
な
 
 
 
た
ま
み
す
ま
る
み
す
ま
る
 
 
だ
ま
 
 
 
 
た
に
ふ
た
わ
た

 
天
な
る
や
 
弟
棚
機
の
．
頸
が
せ
る
 
玉
の
御
統
 
御
言
に
 
あ
な
玉
は
や
 
 
み
谷
 
二
渡
ら

 
 
 
あ
ぢ
し
き
 
た
か
ひ
こ
ね
か
み

・
す
阿
選
志
貴
高
日
子
根
の
神
ぞ

 
啓
首
者
、
夷
振
也
 
 
 
（
記
、
第
七
）

 
さ
き
ば
 
 
う
 
 
あ
ら
れ
 
 
 
 
 
 
 
み
ね
 
の
ち
 
ひ
と
 
 
 
 
 
う
る
は
 
 
 
 
ね

 
笹
葉
に
 
打
つ
や
霰
の
 
た
し
だ
し
に
 
率
寝
て
む
後
は
 
人
は
か
ゆ
と
も
 
 
愛
し
と
 
さ
寝

 
 
 
ね
 
か
り
乙
も
み
だ
み
だ
 
ね
ね

 
し
さ
寝
て
ば
 
刈
薦
の
 
掘
れ
ば
鍛
れ
 
き
吊
し
さ
寝
て
ば

此
者
、
夷
振
之
上
歌
也

お
ほ
き
み
し
ま
は
ぶ

 
王
を
 
島
に
「
放
ら
ば

 
 
わ
っ
ま

 
め
 
我
が
妻
は
ゆ
め

 
（
記
、
第
八
○
）

ふ
な
あ
ま
 
 
 
 
 
 
 
ご

船
蝕
り
 
い
が
へ
り
來
む
ぞ

此
歌
者
、
夷
振
之
片
下
也

あ
め
 
 
 
お
と
た
な
ば
た

 
天
な
る
や
 
弟
棚
機
の

す
き
た
か
ひ
こ
ね

絹
高
彦
根

又
、
歌
聖
日

 
（
記
、
、
第
八
山
雪
）

う
な
 
 
 
た
ま
み
す
ま
る

頸
．
が
せ
る
 
玉
の
御
零
の

我わ

がた
ee t：

ゆみ

め

言こ
をと

こ

そ

 た
盤k
とみ

昌LX
は

 
だ
ま
 
 
 
 
 
た
に
ふ
た
わ
た
 
あ
ぢ

あ
．
な
玉
は
や
 
 
み
谷
 
二
渡
ら
す
 
味

あ
ま
き
か
 
ひ
な
 
め
 
 
 
わ
た
 
 
せ
と
 
い
し
か
は
か
た
ふ
ち
か
・
た
ふ
ち

天
離
る
 
夷
つ
女
の
 
い
渡
ら
す
三
三
 
石
川
片
淵
 
 
片
淵
に

 
 
 
よ
 
よ
．
こ
 
 
い
し
・
か
は
か
た
ふ
ち

 
ル
に
寄
し
寄
り
來
ね
石
川
片
淵

此
爾
首
歌
辮
、
今
號
夷
曲
 
 
 
（
紀
、
第
二
・
第
三
）
、

あ
み
は
わ
た
 
 
め
 
よ

網
張
り
渡
し
．
目
ろ
寄

 
 
夷
．
振
、
夷
曲
は
『
万
葉
集
』
に
も
「
金
離
夷
之
長
道
」
三
五
五
）
を
「
安
麻

 
 
 
 
 
 
 
 
り

射
底
流
比
周
年
奈
黒
道
」
（
三
六
〇
八
）
と
書
き
、
 
『
琴
歌
譜
」
に
は
「
振
」
に

応
じ
る
「
扶
理
」
の
假
名
書
き
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ヒ
ナ
ブ
リ
と
訓
む
こ
と
に

は
論
が
な
い
。

 
 
な
ぜ
ヒ
ナ
ブ
リ
と
呼
ぶ
か
。
こ
れ
に
対
す
る
『
古
事
記
伝
』
の
説
を
要
約
す

れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
楽
府
」
（
ウ
タ
マ
ヒ
ノ
ツ
カ
サ
）
で
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
じ
め
 
 
 
こ
と
ま

名
称
で
、
書
紀
、
第
三
の
首
の
詞
で
あ
る
「
天
回
る
 
夷
つ
女
の
」
の
う

ち
、
ア
マ
サ
カ
ル
は
枕
詞
で
実
の
な
い
も
の
だ
か
ら
、
つ
ぎ
の
ヒ
ナ
ッ
メ
ノ
の

ヒ
ナ
を
と
っ
て
、
仮
に
名
づ
け
た
も
の
で
、
こ
れ
が
元
歌
で
あ
り
、
こ
れ
と
一

 
 
 
も

つ
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
た
書
紀
、
第
二
も
ヒ
ナ
ブ
ゾ
と
呼
ば
れ
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
と
演
歌
と
み
ら
れ
る
古
事
記
、
第
七
も
ヒ
ナ
ブ
リ
と
誌
さ
れ
た
も
の
だ

ろ
う
馬
と
云
う
。
こ
れ
は
じ
一
ゆ
う
ぶ
ん
根
拠
の
．
あ
る
推
測
で
あ
っ
た
。
、
記
紀
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
や
ひ
と

'
歌
謡
の
う
ち
、
何
々
ブ
リ
と
呼
ば
れ
る
歌
曲
は
、
「
宮
人
振
」
．
（
記
、
．
第
八
二
）

（1）

ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
称
と
記
紀
の
旋
頭
歌

．



 
 
あ
ま
だ

と
「
天
田
振
」
（
記
、
第
八
＝
T
第
八
五
）
．
と
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
は
二
つ
な
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
め
ひ
と

ら
、
首
の
詞
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
 
『
琴
歌
譜
』
の
歌
曲
名
で
も
、
金
入
扶

 
 
つ
ぎ
ね
 
 
 
・
 
に
は
に
た
つ
 
 
 
あ
ふ
し
で
 
 
 
や
ま
く
ち

理
、
三
根
扶
理
、
面
立
振
、
阿
夫
斯
亙
振
、
山
口
振
は
h
い
ず
れ
も
首
の
詞

を
と
っ
て
そ
の
名
称
と
し
た
も
の
．
で
あ
る
。
そ
の
中
の
、
首
の
詞
と
は
無
関
係

 
た
か
は
し
．
 
 
 
 
 
 
は
に
や
す
 
 
 
 
あ
ゆ
だ

の
高
橋
翔
鳥
、
短
・
長
埴
安
扶
理
、
阿
遊
動
心
理
は
、
お
そ
ら
く
古
事
記
、
第

七
の
場
合
と
同
様
、
タ
カ
ハ
シ
、
ハ
ニ
ャ
，
ス
、
ア
ユ
ダ
と
い
う
首
の
詞
を
持
つ

歌
曲
と
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
古
今

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ふ
み
 
 
 
 
み
つ
く
き
 
 
 
 
し
は
つ
や
ま

和
歌
集
』
の
「
大
歌
所
の
歌
」
に
み
え
る
近
江
ぶ
り
、
水
茎
ぶ
り
、
四
極
山
ぶ

り
も
亦
、
そ
の
首
の
詞
を
と
っ
て
名
称
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
事
実
か
ら
す
る
と
『
古
事
記
伝
』
の
推
測
に
は
説
得
力
が
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
の
諸
註
釈
書
、
平
せ
ば
『
記
紀
歌
謡
新
解
』
（
相
磯
員

三
）
、
 
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
」
（
武
田
祐
吉
）
、
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
」
（
土
橋
寛
）

等
々
、
い
ず
れ
も
『
古
事
記
伝
』
の
推
測
と
同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
、
た

だ
『
新
馬
」
は
や
や
立
ち
入
っ
て
、
首
の
詞
で
な
く
、
第
二
句
の
詞
に
よ
っ
た

理
由
に
、
盛
場
る
の
初
句
は
、
天
飛
ぶ
（
天
田
振
）
と
混
同
さ
れ
易
い
か
ら
、
そ

れ
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と
云
う
。

 
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
称
は
、
書
紀
、
第
三
の
第
二
句
「
夷
つ
女

の
」
の
ヒ
ナ
に
基
づ
く
と
す
る
『
記
伝
』
の
見
解
は
、
．
今
で
は
常
識
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。鷹二

二

 
し
か
し
若
干
の
疑
問
が
残
ら
ぬ
で
も
な
い
。
首
の
詞
に
よ
ら
な
か
っ
た
理
由

と
し
て
「
天
離
る
」
が
実
の
な
い
詞
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
夫
田
振
、
纏
根
扶

理
の
ア
マ
ダ
ム
、
ツ
ギ
ネ
フ
が
枕
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
疑
問
で
あ
る
。
'

 
『
新
解
』
の
よ
う
に
、
天
田
振
ど
の
混
同
を
避
け
た
も
の
と
す
る
な
ら
、
そ
れ

な
り
に
、
い
ち
お
う
の
理
屈
は
立
と
う
コ
し
か
し
ア
マ
ダ
ブ
リ
の
ほ
か
に
、
ア

 
メ
ヒ
ト
ブ
リ
の
曲
名
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
こ
れ
よ
り
先
に
、
ア
マ
ダ

 
 
 
 
コ
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブ
リ
と
ア
マ
サ
カ
ブ
リ
と
が
並
存
し
た
と
こ
ろ
で
、
果
し
て
そ
れ
を
混
同
の
虞

れ
が
あ
る
と
感
じ
た
か
、
ど
う
か
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
「
ヒ
ナ
ツ
メ
の
」
、

を
「
ヒ
ナ
」
と
す
る
の
は
異
例
の
省
略
で
あ
る
。
何
々
ブ
リ
と
い
う
場
合
の
他

」
の
例
は
、
殆
ど
そ
っ
く
り
そ
の
儘
に
用
い
て
い
る
。
ア
マ
ダ
ム
十
ブ
リ
、
ツ
ギ

ネ
フ
十
プ
リ
が
、
天
田
振
、
織
根
扶
理
と
な
る
の
は
約
音
で
あ
ろ
う
し
、
省
略

の
場
合
も
ノ
（
宮
人
振
、
天
人
扶
理
の
場
合
）
ヨ
リ
（
近
江
ぶ
り
の
世
塵
）
と
い
っ
た
助
詞

の
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
夷
つ
女
の
」
と
い
う
第
二
句
に
よ

る
と
す
る
な
ら
、
な
ぜ
常
例
の
よ
う
に
、
ヒ
ナ
ツ
メ
ブ
リ
と
呼
ば
な
い
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
当
然
起
る
の
で
あ
る
。

 
そ
こ
で
、
あ
え
て
こ
れ
を
ヒ
ナ
ブ
リ
と
呼
ぶ
べ
き
他
の
理
由
は
考
え
ら
れ
ぬ

も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、
見
た
ヒ
ナ
ブ
リ
の
歌
曲

の
歌
詞
が
、
す
べ
て
二
段
構
成
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
。
も
と
よ

り
記
紀
の
歌
謡
に
は
二
段
構
成
の
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
な
る
の
が
当
然

の
結
果
で
あ
る
旋
頭
歌
形
式
の
も
の
、
あ
る
い
は
五
十
嵐
力
の
云
う
く
複
合
長

歌
V
（
菌
家
の
殆
生
及
び
発
達
」
）
は
す
べ
て
二
段
構
成
で
あ
る
、
。
し
た
が
っ
て
ヒ

ナ
ブ
リ
の
五
例
（
実
質
的
に
は
四
例
）
が
そ
ろ
っ
て
二
段
構
成
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
偶
然
の
一
致
で
、
．
大
し
た
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
も
云
え
よ
う
。

併
し
な
が
ら
『
聖
徳
太
子
三
略
』
に
「
是
夷
振
歌
」
と
あ
り
、
・
『
上
宮
聖
徳
太

子
伝
補
密
議
」
に
「
返
歌
以
二
三
振
一
歌
之
」
と
あ
る
も
の
の
歌
詞
が

 
 
 
 
 
か
た
を
か
や
ま
 
い
ひ
ゑ
 
こ
や
 
 

た
び
と
 
 
 
お
や
な
 

な
れ
な

 
 
し
な
て
る
 
片
岡
山
に
 
飯
に
飢
て
 
臥
せ
る
 
そ
の
旅
人
あ
は
れ
 
 
親
無
し
に
 
汝
生
り

 
 
 
 
 
 
た
け
 
 
き
み
 
 
 
 
 
い
ひ
 
ゑ
 
 
こ
や
 
 
 
 
 
た
び
と

 
 
け
め
や
 
き
す
竹
の
・
君
は
や
な
き
 
飯
に
飢
て
 
臥
せ
る
 
そ
の
旅
人
あ
は
れ
 
 
・
（
記
、
．
第

（2）



、

 
 
一
〇
四
）

と
い
う
二
段
構
成
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
夷
振
の
曲
調
と
二
段
構
成
の
．

歌
詞
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
れ
と
こ
れ
と
の
一
致
が
、
決
む

て
偶
然
の
結
果
で
な
い
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

 
果
し
て
そ
う
な
ら
ば
、
そ
の
一
致
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う

か
。 

夷
振
之
上
歌
、
夷
振
之
片
下
と
あ
る
「
国
歌
」
「
片
下
」
が
、
ど
う
い
う
内

容
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
ほ
ん
と
弘
の
と
こ
ろ
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
『
神
楽

譜
』
に
み
え
る
「
諸
墾
」
「
片
折
」
が
、
若
し
こ
れ
と
関
係
の
あ
る
詞
と
す
る

な
ら
、
ど
う
や
ら
歌
う
調
子
の
高
低
に
関
す
る
も
の
ら
し
く
、
神
楽
の
奏
法
が

本
方
、
末
方
に
分
か
れ
て
掛
合
で
歌
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
夷
振
の
歌

曲
の
前
段
と
後
段
と
の
間
で
も
調
子
の
高
低
を
変
え
て
歌
う
場
合
が
あ
り
、
あ

る
い
は
前
段
と
後
段
と
は
、
掛
合
の
形
式
で
奏
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
疑
い
す
ら
持
た
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
諸
暴
」

「
片
折
」
は
、
本
と
末
と
に
関
係
し
た
詞
で
は
な
か
ろ
う
、
と
い
う
見
解
・

（
百
本
古
典
大
系
本
』
古
代
歌
謡
集
、
頭
註
）
も
あ
る
の
で
、
別
の
方
面
か
ら
こ
の
点

に
つ
い
て
更
に
検
討
を
加
え
る
。

L
早

三

 
夷
振
の
歌
曲
で
奏
さ
れ
る
歌
詞
ば
二
段
構
成
で
あ
る
が
、
更
に
二
つ
の
形
式

的
特
色
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
■
書
紀
第
三
、
第
で
〇
四
で
み
る
よ
う
に
、
前

段
と
後
段
と
の
末
尾
が
ま
っ
た
く
同
盟
の
も
の
の
あ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
石
川
片
淵
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
「
飯
に
飢
て
 
臥
せ
る
 
そ
の
旅
人
あ
は
れ
」

が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
夷
振
之
上
歌
（
記
、
第
八
○
）
の
「
我
が
盤
ゆ
め
」

ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
称
と
記
紀
の
旋
頭
歌

「
我
が
妻
は
ゆ
め
」
も
こ
れ
に
准
ず
る
も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
來
る
か

も
知
れ
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
歌
詞
の
音
数
律
を
整
理
す
る
と
、
お
お
よ

そ
五
句
体
（
不
整
形
の
短
歌
形
式
）
と
三
句
体
（
不
整
形
の
片
歌
形
式
）
と
の
組
合
せ
に

帰
納
し
得
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
事
記
第
七
と
書
紀
第
二
と
は
本
来
同

量
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
古
事
記
歌
か
ら
歌
唱
技
法
の
繰
返
し
部
分
と
思
わ
れ
る

「
御
統
に
」
と
、
物
語
上
か
ら
の
指
示
詞
と
み
ら
れ
る
「
神
ぞ
」
と
を
除
く
と

お
お
よ
そ
書
記
第
二
の
よ
う
に
五
句
体
と
三
句
体
と
の
組
合
せ
と
な
り
、
夷
振

之
上
歌
は
明
ら
か
に
五
句
体
と
五
句
体
、
夷
振
之
片
下
は
五
句
体
と
三
句
体
と

の
組
合
せ
で
あ
る
。
ま
た
夷
振
で
歌
わ
れ
た
と
あ
る
書
紀
、
第
一
〇
四
も
、
前

段
五
句
体
、
後
段
七
句
体
で
夷
振
之
上
弦
の
前
・
後
段
五
郵
亭
に
類
似
し
て
お

り
、
内
容
の
上
か
ら
も
後
段
の
七
句
体
は
夷
振
と
誌
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ

く
前
段
の
補
足
で
あ
り
敷
彷
で
あ
る
。
末
尾
の
前
・
後
段
同
一
句
は
三
句
体
で

そ
れ
に
上
接
す
る
四
句
は
同
一
内
容
を
言
い
替
え
て
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
二
句

が
脹
れ
た
と
も
み
ら
れ
る
も
の
で
、
夷
振
で
歌
わ
れ
る
の
も
当
然
と
思
む
れ
る

形
式
を
具
え
て
い
た
。

 
書
紀
第
三
は
前
段
四
句
体
（
短
・
長
・
長
・
長
）
、
後
段
五
句
体
で
あ
る
が
、
上

代
歌
曲
の
四
句
体
の
中
に
は
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ω
或
る
事
情
の
許
に

三
句
体
の
音
数
が
増
加
し
て
四
句
体
を
形
成
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
見
て
来
た
よ
う
に
、
ω
他
の
夷
振
の
歌
詞
は
す
べ
て
三
句
体
と
五

句
体
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
、
㈲
夷
振
で
歌
わ
れ
た
歌
詞
に
、
前
・
後
段
の

末
尾
が
ま
っ
た
く
同
異
の
も
の
の
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
ど
う
や

ら
前
段
の
四
句
体
は
三
句
体
の
音
数
増
加
で
、
末
尾
の
「
石
川
片
淵
」
は
後
段

末
尾
に
合
わ
せ
た
歌
い
添
え
ら
し
く
、
本
来
は
こ
れ
も
亦
、
三
句
体
と
五
句
体

と
の
組
合
せ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（3）



 
な
ぜ
、
こ
う
し
た
前
・
後
段
の
末
尾
を
同
形
と
す
る
た
め
の
歌
い
添
え
が
起

き
た
の
か
、
そ
の
場
合
の
或
事
情
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
問

題
と
な
る
が
、
そ
の
前
に
三
句
体
の
音
数
増
加
に
よ
る
四
句
体
の
例
に
つ
い
て

の
べ
て
お
く
。

 
短
・
長
・
長
・
長
の
四
句
体
は
謡
物
形
式
の
偶
式
長
歌
の
末
尾
に
も
み
ら
れ

る
形
式
だ
が
、
ま
た
三
句
体
か
ら
の
音
数
増
加
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
さ
ぎ
き

る
。
例
せ
ば
仁
徳
記
の
、
大
雀
天
皇
と
女
気
王
と
の
問
答

 
め
ど
り
 
 
わ
 
お
ほ
き
み
 
お
 
 
は
た
 
た
 
た
ね
 
 
 
 
 
 
た
か
ゆ
 
 
 
は
や
ぶ
さ
わ
け
 
．

 
迷
鳥
の
 
我
が
 
王
 
の
 
追
う
す
服
 
誰
が
料
う
か
も
 
1
1
 
高
往
く
や
 
速
縛
別
の

 
み
お
す
ひ
が
ね

 
御
軍
料
 
 

（
記
、
第
六
七
・
第
六
八
）

の
問
じ
の
句
の
四
句
体
も
、
問
答
体
の
基
調
が
お
お
よ
そ
三
句
体
で
あ
る
と
こ

ろ
が
ら
す
る
と
、
．
三
句
体
に
「
誰
が
料
う
か
も
」
と
い
う
疑
問
の
人
代
名
詞
を

含
む
一
句
が
歌
い
添
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
よ
う
な
例
に
、
神
武

記
の
、
大
久
米
命
と
天
皇
と
の
問
答

 
や
ま
と
 
 
た
か
さ
じ
の
 
 
な
な
ゆ
 
 
 
を
と
め
 
 
 
た
れ
 
 
ま

 
大
和
の
 
高
佐
士
野
を
 
七
行
く
 
媛
女
ど
も
 
誰
を
し
枕
か
む
 
h
 
か
つ
が
つ
も
 
い
や

 
さ
き
だ
 
 
 
え
 
 
ま

 
先
立
て
る
 
兄
を
し
枕
か
む
 
 
 
（
記
、
第
一
六
・
第
一
七
）

の
問
い
の
句
の
「
誰
を
し
枕
か
む
」
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
疑
問
の
人
代
名
詞
を
．

含
む
も
の
で
、
そ
れ
と
こ
れ
と
は
そ
の
成
立
事
情
を
一
つ
に
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
大
久
下
命
の
問
い
か
け
の
句
は
、
短
歌
が
言
動
の
中
で
優
位
を
占
め
た
時

点
で
は
、
 
『
古
事
記
謡
歌
註
』
（
内
山
眞
龍
）
の
句
切
っ
た
よ
う
に
、
五
句
体
形

式
の
歌
謡
ど
し
て
認
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
亦
お
そ
ら
く
本
来
は
「

大
和
の
 
高
佐
士
野
を
 
七
行
く
媛
女
」
と
い
う
三
句
体
に
「
誰
を
し
枕
か
む
」

の
一
句
が
歌
い
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
二
つ
の
問
答
体
の
問
い
の
部
に
み
え
る
疑
問
の
人
代
名
詞
を
含
む
問
題
9

提
起
の
句
は
、
直
接
に
は
そ
の
解
答
を
対
者
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
は

問
答
の
当
事
者
の
間
で
は
、
有
っ
て
も
無
く
て
も
意
の
通
じ
る
も
の
で
、
む
し

ろ
問
い
か
け
ら
れ
た
対
者
が
如
何
に
答
え
る
か
を
第
三
者
に
思
案
さ
せ
、
問
答

の
興
昧
に
第
三
者
を
参
加
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
主
な
目
的
が
あ
り
、
そ
の
結
果
の

音
数
増
加
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
つ
て
、
こ
の
二
つ
の
問
答
体
は
、
鯨
面
の
古
俗

を
有
し
、
諸
国
を
流
転
し
て
歩
い
た
鳥
養
部
（
鳥
取
部
）
の
閥
に
伝
習
さ
れ
、
時

に
貴
紳
の
家
の
婚
儀
な
ど
の
祝
儀
に
呼
ば
れ
、
宴
席
の
絵
興
に
披
露
し
た
鳥
養

部
に
よ
る
芸
能
中
の
掛
合
セ
リ
フ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
し
た
こ
と

が
あ
る
が
（
詔
紀
歌
謡
評
釈
』
五
一
頁
）
、
そ
の
当
否
は
暫
く
置
く
。
少
く
と
も
「

誰
が
料
う
か
も
」
「
誰
を
し
枕
か
む
」
と
い
っ
た
疑
問
提
起
の
句
は
、
第
三
者

（
聴
衆
・
も
ル
く
は
観
衆
）
向
け
の
句
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
何
ら
か
の
芸
能
に
付

帯
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
四
句
体
は
第
三
者
の
参
加
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
が

ら
、
三
句
体
の
音
数
が
増
加
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
そ
の
点
は
、
ま

ず
動
く
ま
い
。

 
す
な
わ
ち
、
三
句
体
の
音
数
が
増
加
し
て
四
句
体
を
形
成
す
る
に
は
、
い
ま

述
べ
た
よ
う
な
、
歌
い
添
え
ぢ
れ
る
べ
き
当
然
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
し
、
書
紀
第
一
〇
四
の
前
段
の
四
句
体
「
天
塗
る
 
夷
つ
女
の
 
い
渡
ら
す

瀬
、
麗
 
石
川
片
淵
」
の
「
石
川
片
淵
」
が
、
後
段
末
尾
の
「
石
川
片
淵
」
に
合

わ
せ
た
音
数
増
加
で
、
こ
の
四
句
体
は
本
来
三
句
体
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ

こ
に
も
亦
な
ぜ
そ
の
句
が
歌
い
添
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
の
、
然
る
べ
き
理
由

が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
，

 
そ
の
理
由
は
何
か
、
そ
れ
を
考
え
る
の
が
次
の
問
題
で
、
そ
れ
が
明
ら
か
に

な
れ
ば
解
答
へ
の
一
歩
前
進
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
短
・
，
長
・
長

、
の
句
を
二
回
繰
返
す
二
段
の
構
成
で
、
し
か
も
前
．
段
の
末
尾
を
同
句
と
す
る

所
謂
旋
頭
歌
形
式
の
歌
謡
を
取
上
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
こ
の
形
式
の

（4）



典
型
で
あ
り
、
基
本
で
あ
惹
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

出二

四
．

‘
記
紀
の
歌
謡
の
中
で
不
整
形
な
が
ら
旋
頭
歌
形
式
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
つ

ぎ
の
四
歌
で
あ
る
。

 
す
す
こ
り
 

か
 
み
き
 

わ
ゑ
、
 
 
 
こ
と
な
ぐ
し
ゑ
ぐ
し
 
わ
ゑ

 
三
下
許
理
が
 
醸
み
し
御
酒
に
「
我
れ
酔
ひ
に
け
り
．
 
事
朝
酒
 
笑
酒
に
 
我
れ
酔
ひ
に
け

 
り
（
記
、
第
五
〇
）

 
や
た
 
 
ひ
と
も
と
す
げ
 
 
ひ
と
，
お
 
 
 
 
 
お
ほ
き
み
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
ひ
と
お
、

 
八
田
の
 
一
本
菅
は
濁
り
居
り
と
も
 
大
君
し
ょ
し
と
聞
こ
さ
ば
濁
り
居
り
と
略

 
 
（
記
、
第
六
六
）

 
あ
た
ら
し
き
撰
舐
毒
齢
け
し
暖
擁
．
塾
勲
け
ば
．
懸
字
む
よ
あ
た
ら

 
す
み
な
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
墨
縄
 
 
 
（
紀
、
第
八
○
）

 
か
ら
く
に
 
 
い
か
 
ふ
、
 
 
 
 
め
づ
ら
こ
き
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き
わ
た
 
 
 
め
づ
ら
こ

 
韓
國
を
如
何
に
言
こ
と
そ
目
頬
子
來
到
る
 
む
か
さ
く
る
三
三
の
渡
り
を
目
三
子

 
き
た

 
來
到
る
 
 
（
紀
、
第
九
九
）

 
こ
の
国
歌
の
前
・
後
段
の
末
尾
は
同
形
で
あ
る
。
た
だ
書
紀
第
八
○
が
些
か

違
う
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
通
例
に
よ
れ
ば
旧
訓
か
懸
け
む
よ
 
懸
け
し
墨

縄
」
と
な
っ
て
カ
ケ
が
重
複
す
る
の
で
、
前
段
初
句
の
ア
タ
ラ
を
採
っ
て
「
誰

か
懸
け
む
よ
 
あ
た
ら
墨
縄
」
と
歌
い
納
め
た
も
の
で
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
う

 
 
 
 
 
 
ぞ

し
た
六
句
体
歌
の
前
・
後
段
は
、
そ
の
末
尾
を
同
形
と
す
る
以
上
に
、
両
者
の

間
に
は
切
っ
て
切
れ
ぬ
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
六
句
体
歌
と
、
こ
れ
も
短
・
長
・
長

の
三
句
体
を
も
っ
て
す
る
問
答
体
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
そ
・
の
中
に
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
 
と
め
 
 
 
 
を
と
め
 
 
た
だ
あ
 
 
 
 
 
 
 
さ

 
み
め
つ
つ
 
ち
ど
り
ま
し
と
ど
 
な
ど
鯨
け
る
利
目
 
1
1
 
三
女
に
 
直
に
遇
は
む
と
 
わ
が
鯨

 
 
 
と
め

 
け
る
利
目
 
 
 
（
記
、
第
一
八
、
第
一
九
）

 
お
ほ
み
や
 
 
 
・
 
は
た
で
 
す
み
か
た
ぶ
 
 
 
 
お
ほ
た
ぐ
み
 
 
 
 
 
 
 
 
す
み
か
た
ぶ

 
大
宮
の
を
と
つ
端
手
隅
傾
け
り
ー
ー
大
工
匠
を
ち
な
み
こ
そ
隅
傾

 
け
れ
 
 
（
記
、
第
一
〇
五
、
第
一
〇
六
）

ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
称
と
記
紀
の
旋
頭
歌

の
よ
う
に
、
問
と
答
と
の
末
尾
を
ほ
ぼ
同
形
と
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
コ
こ
の
両
者
の
閑
係
に
つ
い
て
、
短
．
長
・
長
・
短
・
長
．
長
の
六
句
体
A

所
謂
旋
頭
歌
形
式
の
歌
謡
は
、
 
「
五
・
七
・
七
の
片
歌
に
よ
っ
て
二
人
が
唱
和

し
た
民
謡
形
式
に
源
を
発
し
た
」
・
（
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
）
と
い
つ
よ
う
に
説
明

す
る
の
が
一
般
で
、
恰
も
、
常
識
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
．
併
し
な
が
ら
、
記
紀

歌
謡
の
中
の
旋
頭
歌
形
式
謎
歌
は
、
．
み
る
よ
う
に
前
段
と
後
段
と
の
間
で
、
問

と
答
、
唱
和
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
す
べ

て
前
・
後
段
の
関
係
は
前
段
で
歌
っ
た
内
容
を
、
後
段
で
補
足
し
、
敷
註
す
る

と
い
っ
た
、
い
わ
ば
同
一
内
容
の
繰
返
し
と
云
っ
て
い
い
も
の
ば
か
り
で
あ

る
。
こ
こ
に
も
亦
、
常
識
に
対
す
る
疑
問
が
あ
り
、
少
く
と
も
三
句
体
の
問
答

馳
と
記
紀
の
旋
頭
歌
と
を
短
絡
す
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
白
紙
の
立

場
か
ら
こ
の
旋
頭
歌
形
式
を
検
討
す
る
必
要
を
感
じ
る
。
．

 
そ
の
た
め
に
、
手
続
き
と
し
て
ま
ず
こ
う
し
た
旋
頭
歌
形
式
の
前
・
後
段
を

形
成
す
る
短
・
長
・
長
の
二
形
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
そ
の
属
性
が
明
ら
か
と

な
れ
ば
、
こ
れ
を
二
回
歌
い
つ
づ
け
る
旋
頭
歌
形
式
の
属
性
も
お
の
ず
か
ら
明

ら
か
と
な
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 

 
短
・
長
・
長
の
歌
形
に
対
す
る
片
歌
と
い
う
名
称
は
『
古
事
記
』
に
み
ら
れ

る
。
一
個
所
は
倭
建
命
の
能
前
野
で
の
、
三
歌
一
，
連
の
望
郷
歌

 
や
ま
と
 
 
 
く
に
ま
ほ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
を
か
き
 
や
ま
こ
も
 
 
や
ま
と

 
 
大
和
は
國
の
眞
秀
ろ
ぼ
た
た
な
つ
く
青
垣
 
山
隠
れ
る
大
和
し
う
る
は
し

 
．
．
（
記
、
第
三
一
）

 
い
の
ち
 
 
ま
た
 
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
ぐ
り
や
ま
 
 
く
ま
か
し
 
は
 
 
う
ず
 
さ

 
 
命
 
の
 
全
け
む
人
は
 
た
た
み
こ
も
 
平
群
の
山
の
 
熊
臼
椿
が
葉
を
 
髪
花
に
挿
せ
 
そ

 
 
こ

 
 
の
子
 
 
（
記
、
第
三
二
）

 
 
 
 
 
 
わ
ぎ
へ
 
か
た
 
 
く
も
る
た
 
く

 
 
は
し
け
や
し
 
吾
家
の
方
ま
 
雲
居
立
ち
來
も
 
 
（
記
、
第
三
三
）

と
あ
る
第
三
一
、
第
三
二
を
．
噛
「
此
歌
者
、
思
國
歌
也
」
と
記
し
ハ
第
三
三
を
「

（5）

》

、



“

、

仁
者
片
歌
也
」
と
記
し
て
あ
る
。

 
他
の
一
個
所
は
雁
が
卵
を
生
ん
だ
と
い
う
祥
端
に
つ
い
て
の
、
仁
徳
天
皇
と

建
内
宿
禰
と
の
問
答
歌

 
 
 
 
 
 
う
ち
あ
そ
 
 
な
 
 
 
 
 
よ
 
な
が
ひ
と
 
 
 
 
 
 
や
ま
と
く
に
 
 
か
り
こ
む

 
た
ま
き
は
る
 
内
の
朝
臣
 
汝
こ
そ
は
 
世
の
長
人
 
そ
ち
み
つ
 
大
和
の
國
に
 
雁
卵
生

 
 
し
さ

 
と
聞
く
や
 
 
 
（
記
、
第
七
二
）

 
た
か
ひ
か
ひ
み
こ
う
べ
と
 
ま
と
あ
れ

 
高
光
る
日
の
御
子
諾
し
こ
そ
閥
ひ
た
ま
へ
眞
こ
そ
に
問
ひ
た
ま
へ
吾
圏
こ
そ
は

 
よ
 
な
が
ひ
と
 
 
 
 
 
や
ま
と
く
に
 
 
か
こ
む
 
 
い
ま
 
き

 
世
の
長
人
 
そ
ら
み
つ
、
大
和
の
國
に
 
雁
卵
生
と
 
未
だ
聞
か
ず
 
 
 
（
第
、
七
二
）

⑳
答
歌
を
「
於
レ
是
建
内
宿
禰
以
レ
歌
語
白
」
と
記
し
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
「
如
レ

此
白
而
、
被
・
二
二
御
琴
一
右
記
」
と
し
て

 
 
な
，
み
こ
 
 
 
 
 
 

か
り
こ
む

 
．
汝
が
御
子
や
 
つ
び
に
知
ら
む
と
 
雁
は
卵
生
ら
し
 
 
 
（
記
、
第
七
四
）

と
あ
る
も
の
に
「
此
藍
本
岐
歌
之
片
歌
也
」
と
註
し
て
あ
る
、
そ
の
二
個
所
で

い
ず
れ
も
三
歌
一
連
中
の
一
歌
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
思
國
歌
と
片
歌
と
は
一
お
そ
ら
く
片
歌
は
本
岐
歌
之
片
歌

か
ら
類
推
す
れ
ば
、
思
國
歌
之
片
歌
で
あ
り
、
本
寄
歌
之
片
歌
に
前
置
さ
れ
た
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
ほ
ぎ

君
臣
唱
和
の
問
答
は
本
町
歌
で
、
言
寿
で
あ
る
か
ら
「
三
白
」
（
カ
タ
リ
マ
ヲ
ス
）

と
い
う
、
き
わ
め
て
特
異
な
表
記
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
1
日
本
書
紀
で

は
こ
の
思
蔵
歌
と
出
自
同
根
の
歌
謡
を
「
思
三
宅
」
（
紀
、
第
二
一
；
第
二
三
）
と
し

景
行
天
皇
が
丹
裳
の
小
野
の
野
南
の
大
石
．
に
の
ぼ
っ
て
、
京
都
を
し
の
ん
で
歌

わ
れ
た
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
同
一
歌
謡
に
関
す
る
山
伝
で
あ
ろ
う
が
、
注
目

す
べ
き
は
三
遷
一
連
の
順
序
に
相
違
の
あ
み
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
書
紀
の

場
合
は
、
最
後
の
片
歌
を
最
初
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
雁
の
卵

の
本
岐
歌
は
、
日
本
書
紀
で
は
「
仁
徳
五
十
年
三
月
紀
」
に
載
せ
る
が
、
三
三

一
連
の
う
ち
、
天
皇
と
武
内
宿
禰
と
の
唱
和
の
歌
（
紀
、
第
六
二
、
第
六
三
）
だ
け

を
記
し
て
、
本
準
歌
之
片
歌
は
除
か
れ
て
い
る
。

 
こ
の
二
つ
の
事
実
は
明
ら
か
に
片
歌
が
三
歌
一
連
の
う
ち
で
、
他
の
口
歌
と

 
 
 
 
 
 
・
か
た
う
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
は
ひ
の
か
ひ
の
か
た
も
ひ

離
れ
て
文
字
通
り
独
歌
と
し
て
（
万
葉
集
二
七
九
八
歌
に
「
鰻
貝
、
之
独
念
」
と
あ
る
）

単
独
で
歌
わ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
場
合
は
「
被
レ
辱

給
二
御
琴
一
飯
日
」
で
知
れ
る
よ
う
に
、
琴
歌
と
し
て
で
あ
っ
だ
ら
し
い
。
片
歌

の
属
性
の
一
つ
に
、
琴
歌
を
あ
げ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
そ
の
一

方
、
見
て
來
た
よ
う
に
問
答
体
の
問
と
答
と
は
多
ぐ
こ
の
形
式
に
整
理
さ
れ
て

い
る
し
、
そ
の
申
に
は
章
三
で
述
べ
た
よ
う
に
拙
自
を
あ
る
種
の
芸
能
の
掛
合

セ
リ
フ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も
交
っ
て
い
た
。
「
何
が
何
し
て
何
と
や
ら
」

と
、
よ
く
セ
リ
フ
廻
し
の
稽
古
な
ど
に
も
云
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
三
句

体
は
、
独
立
し
た
意
味
を
持
っ
た
内
容
を
盛
り
込
み
得
る
最
短
な
、
そ
れ
だ
け
．

に
実
質
本
意
で
、
単
純
便
利
な
形
式
で
あ
っ
た
ろ
う
。
俳
句
と
い
う
短
詩
形
の

存
在
が
こ
れ
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
が
初
め
で
あ
る
に
し
ろ
、
三
句

体
が
一
つ
の
形
式
と
し
て
確
立
す
る
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
各
ジ
ャ
ン
ル
に
互
っ
て

襲
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
察
し
ら
れ
る
。

 
「
歌
う
」
と
い
う
こ
と
と
「
語
る
」
と
は
そ
の
音
振
を
異
に
し
て
い
た
ろ

う
。
従
っ
て
そ
の
表
現
の
形
式
も
「
語
る
」
と
は
違
っ
て
い
た
ろ
う
。
短
・
長

一
連
の
句
を
重
臣
し
て
、
更
に
長
一
句
を
歌
い
添
え
て
一
丁
の
完
結
を
示
す
の

が
歌
の
表
現
形
式
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
短
・
長
句
一
連
に
、
直
ぐ
長
一

句
を
添
え
た
こ
の
形
式
は
、
単
も
単
純
で
あ
る
だ
け
に
歌
謡
の
音
数
律
の
上
で

五
・
七
・
七
へ
の
定
形
化
が
最
も
早
く
確
立
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
く
は
ね
あ
 

い
こ

 
『
常
陸
風
土
記
』
の
「
筑
波
嶺
に
（
5
）
遇
は
む
と
（
グ
）
言
ひ
し
子
は
（
5
）

た
 
 
こ
と
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
あ

誰
が
言
聞
け
ば
か
（
8
）
み
寝
遇
は
ず
け
む
（
7
）
」
（
武
田
祐
吉
の
望
み
に
よ
る
）
、

 
つ
く
は
ね
 
 
 
 
い
ほ
 
 
 
 
 
つ
ま
 
 
 
 
 
 
 
わ
 
 
ね
 
 
よ
 
 
 
 
 
 
は
や

「
筑
波
嶺
に
（
5
）
塵
り
て
（
4
）
妻
な
し
に
（
5
）
我
が
寝
む
夜
ろ
は
（
7
）
早

（6）



 
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
み
し
 
 
 
 
 
ひ
だ
り

も
明
け
ぬ
か
も
（
8
）
」
か
ら
『
書
紀
』
（
第
＝
）
の
「
蝦
夷
を
（
4
）
一
人
（
3
）

も
も
ひ
と
 
 
 
ひ
と
 
 
い
 
 
 
 
 
 
 
た
む
か

百
な
入
（
5
）
人
は
言
へ
ど
も
（
7
）
手
向
ひ
も
せ
ず
（
7
）
」
に
至
る
不
整
形
の

短
歌
形
式
の
存
在
が
こ
れ
を
物
語
る
。
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
定
形
歌

へ
の
流
れ
の
中
で
も
、
ま
ず
末
尾
の
五
・
七
・
七
が
決
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
検
討
を
前
提
に
、
あ
ら
た
め
て
記
紀
歌
謡
の
旋
頭
歌
を
吟
味
し

て
み
る
。

出戸

五

 
記
紀
歌
謡
の
旋
頭
歌
形
式
四
歌
の
前
段
と
後
段
の
関
係
は
、
問
と
答
と
の
も

の
は
一
つ
も
な
く
、
す
べ
て
前
段
で
歌
っ
た
こ
と
を
、
後
段
で
補
足
、
敷
街
す

る
と
い
っ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
は
前
章
で
の
べ
た
が
、
そ
の
ほ
か
聖
歌

に
共
通
し
て
云
え
る
こ
と
は
、
人
名
若
し
く
は
そ
れ
に
准
ず
る
個
有
名
詞
が
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
に
関
係
を
持
っ
た
宮
廷
周
辺

の
集
団
に
よ
っ
て
歌
い
つ
が
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
記
紀
の
歌
謡
は
諸
の
氏
氏

に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
性
格
も
文
芸
と
い
う
よ
り
実
用
で

あ
っ
た
か
ら
、
紅
中
に
個
有
名
詞
の
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
が
ほ
ぼ
全
町
の
三
分

の
一
近
く
を
占
め
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
浜
歌
の
総
て
が
そ
う
で
あ
る
の
は
注

目
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。
歌
わ
れ
る
の
も
或
る
き
ま
っ
た
場
合
ら
し
く
、
調

子
は
緊
張
し
て
い
て
、
儀
礼
歌
的
な
面
目
を
感
じ
さ
せ
る
点
で
あ
る
。

 
古
事
記
第
五
〇
は
須
須
粗
暴
が
『
新
撰
姓
氏
録
」
（
右
京
皇
別
．
下
）
の
「
酒
部

公
」
の
條
に
み
え
る
「
兄
曽
曽
保
利
、
耳
蝉
曽
保
利
」
と
同
一
人
物
な
ら
ば
、

そ
れ
を
祖
と
す
る
「
酒
部
公
」
の
部
民
の
伝
承
歌
で
、
宮
廷
、
貴
紳
家
の
酒
宴

の
客
の
、
退
出
時
の
挨
拶
の
折
り
な
ど
に
歌
わ
れ
た
も
の
ら
し
い
が
、
お
の
ず

ヒ
ナ
ブ
リ
，
の
名
称
と
記
紀
の
旋
頭
歌

か
ら
隈
笹
許
理
を
称
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
古
事
記
、
第
六
六
は
、
お

そ
ら
く
八
田
部
（
矢
田
部
）
の
部
民
の
伝
承
歌
で
、
八
田
皇
女
の
婦
徳
を
称
え
る

頒
徳
の
歌
が
元
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
、
物
部
氏
系
統
と

二
色
系
統
と
の
矢
田
部
を
掲
げ
る
が
、
皇
女
の
母
系
は
三
一
臣
と
さ
れ
、
物
部
、

鴨
、
丸
適
の
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
祭
祀
者
流
に
よ
る
鎮
魂
を
意
図
し
た

も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
歌
に
は
そ
う
思
わ
せ
る
調
子
が
流
れ
て
い
る
。

 
書
紀
、
第
八
○
は
高
度
の
建
築
技
術
を
携
え
て
宮
廷
に
奉
仕
し
た
帰
化
系
人

物
の
追
悼
顕
彰
の
歌
で
、
前
歌
と
同
様
な
感
触
が
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
忌
日

な
ど
に
奏
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
帰
化
系
の
旧
名
部
の
部
民
の

伝
承
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 
書
紀
、
第
九
九
は
聖
歌
と
異
な
り
、
前
々
歌
に
通

じ
る
弾
ん
だ
調
子
の
歌
で
あ
る
。
元
歌
は
お
そ
ら
く
鴻
臆
館
の
前
身
と
い
っ
た

所
で
、
外
国
使
臣
歓
迎
の
席
上
、
接
待
の
下
級
官
人
な
ど
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ら
く
に
 
 
め
づ
ら
し
き
 
 
 
 
 
か
ら
 
 
 
め

も
の
が
、
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
 
「
韓
国
の
謬
見
客
」
を
「
辛
き
を
愛
つ
る
」

と
洒
落
た
も
の
で
、
観
念
を
弄
し
た
如
何
に
も
酒
席
の
歌
で
あ
る
。
 
・

 
以
上
、
ひ
こ
わ
た
り
四
歌
を
検
討
し
た
が
、
も
と
よ
り
私
見
に
過
ぎ
な
い
。
元

来
、
記
紀
の
歌
謡
は
そ
の
養
父
母
ば
か
り
が
知
れ
て
い
て
、
実
父
母
の
ほ
と
ん

ど
知
れ
ぬ
歌
ば
か
り
で
あ
る
。
物
語
と
い
う
養
父
母
に
抱
か
れ
て
散
逸
を
免
か

れ
、
年
月
の
風
化
に
耐
え
て
伝
承
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
中
に
は

養
父
母
す
な
わ
ち
実
父
母
で
、
物
語
ど
お
与
の
歌
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ

が
、
こ
の
国
歌
は
最
も
新
し
い
年
代
に
位
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
継
躯
二

十
四
年
に
配
さ
れ
た
書
紀
、
第
九
九
で
あ
る
。
書
紀
が
そ
の
系
譜
の
上
で
当
代

に
直
接
連
な
る
持
統
天
皇
の
御
譲
位
ま
で
を
記
す
の
に
対
し
て
、
古
事
記
は
推

古
天
皇
紀
で
打
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
当
代
的
感
覚
に
よ
る
な
ら
、
推
古
天
皇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
る
こ
と

以
前
の
記
事
が
、
す
な
わ
ち
古
事
で
あ
る
。
フ
ル
コ
ト
の
中
で
の
歌
謡
は
い
ち

（7）



、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
だ
か

お
う
物
語
か
ら
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
裸
体
に
さ
れ
た
短
い
形
式
の

歌
謡
の
眞
実
に
誰
が
ど
れ
ほ
ど
迫
り
得
る
か
、
敢
て
私
見
と
云
う
所
以
だ
が
、

し
か
し
こ
れ
ら
四
歌
の
歌
謡
は
、
そ
の
あ
る
も
の
は
頒
徳
、
顕
彰
、
追
悼
の
内

容
を
持
ち
、
そ
の
あ
る
も
の
は
然
る
べ
き
折
り
に
、
そ
れ
を
歌
う
に
相
応
し
い

人
々
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ま
ず
認
め
て
も
い
い
の
で

は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
歌
謡
は
民
謡
、
或
は
芸
能
申
の
歌
謡
と
い

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
色
濃
く
儀
礼
歌
の
面
目
を
具
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
前

章
で
、
三
国
、
或
は
祝
濤
の
行
事
を
例
に
し
て
、
そ
の
場
で
奏
さ
れ
る
琴
歌
は

片
欧
で
あ
ろ
う
と
云
っ
た
が
、
も
し
こ
の
旋
頭
歌
形
式
婚
歌
が
儀
礼
歌
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
片
歌
を
二
回
繰
返
し
て
歌
う
こ
の
形
式
も
亦
、
琴
の
曲
節
に
合

わ
せ
て
歌
わ
れ
た
も
の
と
み
て
、
ま
ず
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
そ
の
前
・
後
段
の
末
尾
が
半
句
で
あ
る
の
は
如
何
な
る
意
味
を

．
持
つ
か
。
ま
た
、
片
歌
形
式
の
問
答
体
の
あ
る
も
の
に
、
、
問
と
答
と
の
末
尾
を

ほ
ぼ
同
形
・
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
の
関
係
は
ど
う
か
。

出早

一．．；一一

ノ、

 
章
台
で
述
べ
た
よ
う
に
、
三
句
体
が
独
立
し
た
意
味
を
持
っ
た
内
容
を
盛
り

込
み
得
る
最
短
な
、
そ
れ
だ
け
に
実
質
本
意
で
、
単
純
便
利
な
形
式
で
あ
る
と

す
る
な
ら
、
問
答
が
こ
の
形
に
整
理
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当

時
は
三
を
聖
数
と
意
識
し
て
い
た
。
だ
か
ら
三
句
体
に
整
理
さ
れ
た
の
で
あ

る
、
と
も
云
え
ば
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
問
と
答
と
の
末
尾
を

同
形
に
整
え
る
傾
向
の
も
の
を
生
じ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
相
手
の

言
葉
を
木
霊
返
し
、
緊
鵡
返
し
に
す
る
の
が
、
相
手
に
即
し
た
方
法
で
あ
る
、

と
い
っ
た
説
明
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
ど
う
し
て
も
こ
の
旋
頭
歌
形
式
四
歌

と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
解
決
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
問
答
が
三

句
体
に
整
理
さ
れ
た
の
は
、
そ
う
古
い
時
代
と
は
思
え
な
い
。

 
記
紀
両
書
の
問
答
を
記
す
場
合
の
建
前
は
「
歌
論
」
と
「
答
歌
日
」
と
で
、

そ
れ
に
多
少
の
修
飾
語
が
加
わ
る
と
い
っ
た
も
の
だ
が
、
例
外
と
し
て
、
章
四

で
問
・
答
の
末
尾
を
ほ
ぼ
同
形
と
す
る
問
答
体
の
見
本
に
示
し
た
古
事
記
、
第

一
〇
五
、
第
一
〇
六
と
倭
建
蔽
物
語
の
申
の
、
命
と
御
火
焼
老
人
と
の
問
答
、

 
に
ひ
ば
り
 
 
つ
く
は
 
す
 
 
 
 
い
く
よ
 
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

「
新
治
 
筑
波
を
過
ぎ
て
 
…
幾
夜
か
寝
つ
る
 
1
1
 
か
が
な
べ
て
 
夜
に
は

こ
こ
の
よ
 
 
 
 
 
と
を
が

九
夜
妻
に
は
十
日
を
」
（
記
、
第
二
六
．
第
二
七
。
 
紀
、
第
二
五
。
第
二
六
）
と
の

二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
後
者
は
記
紀
歌
謡
の
中
で
一
字
一
句
も
違
わ
ぬ
例
の
少

な
い
も
の
で
あ
る
が
、
古
［
事
記
で
は
「
歌
日
」
と
・
「
続
二
御
歌
一
陣
レ
歌
日
」
。

書
紀
で
は
「
以
レ
歌
之
問
二
侍
臣
一
日
」
と
「
続
二
王
歌
之
末
一
而
歌
日
」
で
あ
り
、

前
者
は
「
歌
日
」
と
「
乞
二
其
歌
末
一
磁
壁
」
で
、
「
答
」
の
文
字
は
ど
こ
に
も

見
え
な
い
。

 
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
問
と
な
り
答
と
な
る
三
句
体
は
、
本
と
末
と
の
関
係
に

あ
る
部
分
で
、
六
句
体
が
三
三
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず

後
者
で
は
問
歌
の
新
治
、
筑
波
は
都
ま
で
名
の
聞
え
力
歌
枕
的
な
勝
地
で
あ
り

「
過
ぎ
て
」
と
い
う
表
現
は
、
天
平
六
年
の
歌
垣
の
記
事
（
『
曜
日
本
紀
」
）
の
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
さ
ち
は
ら
 
を
た
に
 
す
 
 
 
 
も
も
っ
た
 
 
 
ぬ
て

淺
茅
原
曲
」
に
比
定
さ
れ
る
「
淺
茅
原
 
小
谷
を
過
ぎ
て
．
百
傳
ふ
 
鐸
ゆ
ら

く
も
よ
置
．
駿
ら
し
も
」
（
司
第
＝
亟
紀
第
八
六
）
と
同
様
道
行
形

式
の
地
名
尽
し
一
そ
の
典
型
は
、
書
紀
、
第
九
四
。
古
事
記
、
第
五
九
で
あ
る

一
の
最
も
簡
略
化
さ
れ
た
形
で
あ
る
点
、
ま
た
答
歌
の
「
十
日
を
」
の
ト
ヲ
は

十
一
を
ト
ヲ
ア
マ
リ
ヒ
ト
ツ
と
呼
ぶ
心
理
か
ら
す
れ
ば
極
限
の
数
を
意
味
す
る

も
の
で
、
す
こ
ぶ
惹
慨
念
的
で
あ
る
点
、
こ
れ
ら
を
総
合
す
れ
ば
こ
の
問
答
体

は
後
出
の
も
の
で
知
識
人
の
机
上
作
品
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
前
者

（8）



は
1
問
と
答
と
の
末
尾
を
ほ
ぼ
同
形
と
す
る
も
の
1
志
重
臣
と
衰
祀
命
と
が
「

歌
垣
」
に
出
で
立
っ
て
、
妻
を
計
い
、
闘
い
明
し
た
折
り
の
問
答
と
，
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
ウ
タ
カ
キ
で
の
ウ
タ
の
カ
ケ
合
い
は
、
男
と
女
と
の
間
で
交
わ
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
臣
の
子
と
御
子
と
の
歌
の

形
式
に
よ
る
掛
合
問
答
が
ま
ず
あ
っ
て
、
歌
垣
と
す
る
の
は
転
用
で
あ
ろ
う
。

章
四
で
こ
の
歌
と
併
記
し
て
示
し
た
古
事
記
、
第
一
八
、
第
一
九
も
就
い
て
見

れ
ば
判
る
と
お
り
く
ナ
ゾ
解
き
V
の
掛
合
問
答
で
あ
り
、
し
か
も
℃
れ
と
組
ん

で
神
武
記
の
く
天
皇
成
婚
物
語
V
を
形
成
す
る
古
事
記
、
第
一
六
、
第
一
七
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

問
答
体
は
、
章
三
で
述
べ
た
よ
う
に
、
芸
能
の
中
で
の
歌
謡
ら
し
い
、
。
こ
う
し

た
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
歌
で
の
「
歌
垣
」
を
、
転
用
と
み
る
推
測
も
強
ち

無
稽
と
は
思
え
な
い
。

 
話
が
些
か
多
岐
冗
長
に
亙
っ
た
が
、
論
を
も
と
え
戻
す
と
、
短
・
長
・
長
の

三
句
体
に
よ
る
問
答
に
は
、
問
と
答
と
の
末
尾
を
ほ
ぼ
同
形
と
し
た
も
の
が
あ

り
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
み
て
來
た
よ
う
に
、
各
々
の
出
自
己

に
よ
る
も
の
ら
し
い
が
（
そ
れ
ぞ
れ
に
、
短
・
長
・
長
・
短
・
長
・
長
の
六
句

体
を
も
っ
て
全
歌
と
し
、
問
と
答
と
は
本
と
末
と
の
関
係
に
あ
る
部
分
で
あ

る
、
と
い
う
認
識
の
も
の
も
含
ん
で
い
た
。
ま
た
、
な
ぜ
問
と
答
と
の
末
尾
を

同
形
と
す
る
も
の
が
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
問
答
そ
れ
自
体
か
ら
で
は
納

得
の
ゆ
く
解
答
の
得
難
い
こ
と
も
云
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
の
問
題
、

を
解
く
鍵
と
な
る
も
の
は
、
全
六
句
の
二
段
構
成
で
、
前
・
後
段
の
末
尾
を
同

形
と
す
る
旋
頭
歌
形
式
の
唐
歌
で
あ
ろ
う
。

出四

七

旋
頭
歌
形
式
の
第
三
句
と
第
六
句
と
が
な
ぜ
同
形
で
あ
る
の
か
、
私
見
に
よ

ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
称
と
記
紀
の
旋
頭
歌

れ
ば
、
第
三
句
と
第
六
句
と
が
同
形
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
第
一
句

 
・
第
二
句
に
対
し
、
第
四
句
・
第
五
句
が
歌
い
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
旋
頭
歌
形
式
四
歌
は
、
お
そ
ら
く
儀
礼
の
場
で
、
琴
の
曲
節
に
合
わ
せ
て
奏

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
内
容
か
ら
云
う
と
、
受
歌
が
歌
お
う
と
意
図
し
た
こ

と
は
、
前
段
で
書
さ
れ
て
い
る
。
・
耳
を
通
し
て
享
受
さ
れ
る
謡
い
も
の
は
、
目

を
通
し
て
読
み
と
ら
れ
る
歌
と
違
っ
て
、
聞
き
返
し
の
許
さ
れ
ぬ
相
手
に
、
歌

詞
の
内
容
を
確
り
と
伝
え
る
た
め
に
、
繰
返
し
て
謡
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
場

合
は
そ
っ
く
り
そ
の
儘
で
は
な
く
、
多
少
の
変
化
を
つ
け
る
の
が
表
現
の
技
法

 
 
 
 
 
 
 
 
い
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
な

と
な
っ
て
い
た
。
 
「
苛
な
け
く
そ
こ
に
思
ひ
出
」
と
歌
え
ば
「
愛
し
げ
く
こ
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
と

に
思
ひ
出
」
 
（
記
、
第
五
二
）
と
つ
づ
け
、
「
下
嬉
ひ
に
我
が
娚
ふ
妹
を
」
と
歌

え
ば
「
下
泣
き
に
我
が
泣
く
妻
を
」
 
（
記
、
第
七
九
）
と
受
け
る
。
例
は
枚
挙
の

暇
が
な
い
。
更
に
一
歩
進
む
と
、
同
一
傾
向
の
内
容
を
意
を
強
め
る
た
め
に
二

…
様
に
分
け
て
表
現
し
た
。
、
夷
振
で
歌
わ
れ
た
と
い
う
前
掲
の
書
紀
、
第
一
〇
四

 
 
 
 
 
 
な
れ
な

の
「
親
な
し
に
汝
生
り
け
め
や
」
に
「
さ
す
竹
の
君
は
や
無
き
」
と
あ
る
の
ば

そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
旋
頭
歌
形
式
四
二
の
第
一
句
・
第
二
句
対
第
四
句
・
第
五
，
■

'
句
の
相
違
は
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
単
な
る
繰
返
し
、
歌
い
替
え
、
と
い
う
以

上
に
内
容
の
補
足
、
重
量
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
の
一
方
、
第
三
句
と
第
六

句
と
は
依
然
と
し
て
同
形
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
現
象
を
、
相
違
と
共
通

も
し
く
億
分
離
と
一
致
と
の
兼
合
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
そ
の
解
答
ぼ
前
・
後

段
の
歌
い
手
が
別
々
で
あ
っ
た
た
め
に
、
変
化
の
度
合
が
補
足
、
9
敷
彷
に
ま
で

進
み
、
同
一
の
場
で
同
一
の
目
的
で
歌
わ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
主
題
の
提
示
で

あ
る
末
尾
の
「
回
れ
酔
ひ
に
け
り
」
（
酒
宴
挨
拶
）
、
「
濁
り
居
り
と
も
」
（
婦
徳
頒

廠
）
、
「
あ
た
ら
黒
縄
」
（
顕
彰
追
慕
）
、
「
逆
頬
子
來
到
る
」
（
来
朝
歓
迎
）
は
替

（9）

、



え
よ
う
も
な
く
残
っ
た
、
と
す
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
清
蝶
貝
の

「
琴
歌
神
宴
」
の
後
身
と
云
わ
れ
る
内
侍
所
の
御
神
楽
は
」
本
方
と
末
方
と
に

分
か
れ
て
奏
さ
れ
た
。
琴
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
た
片
歌
を
二
回
歌
い
、
内
容
か

ら
み
て
ど
う
や
ら
儀
礼
歌
ら
し
い
こ
の
旋
頭
歌
形
式
東
歌
も
亦
、
座
を
分
け
て

奏
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、
片
歌
形
式
を

基
調
に
問
答
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
推
測
を
助
け
る
。
問

答
体
と
は
二
人
の
座
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
歌
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
問
．
答
の

末
尾
を
同
句
と
す
る
傾
向
の
も
の
が
、
な
ぜ
生
じ
た
か
と
い
う
、
そ
れ
自
体
と

し
て
は
適
当
な
解
答
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
も
、
こ
の
旋
頭
歌
形
式
四
三
を

そ
の
典
拠
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。

 
私
見
に
よ
れ
ば
、
歌
手
を
分
け
て
一
回
ず
つ
、
都
合
二
回
、
琴
に
合
わ
せ
て

片
歌
層
歌
っ
た
も
の
が
、
記
紀
の
旋
頭
歌
形
式
四
幅
で
あ
る
。
こ
の
形
式
の
歌

が
、
そ
れ
が
歌
わ
れ
た
決
ま
っ
た
場
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
末
尾
同
形
の

適
薬
か
ら
解
放
さ
れ
、
重
童
形
を
全
話
と
意
識
し
た
と
こ
ろ
に
、
『
万
葉
集
』
に

牧
録
さ
れ
て
い
る
謡
い
も
の
詑
襲
の
旋
壕
の
械
立
が
％
晩
つ
こ
「
柿
本
朝
臣

人
麻
呂
之
歌
集
」
に
み
え
る
「
住
吉
の
層
小
田
を
刈
ら
す
子
 
賎
か
も
な
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
な
と
 
 
 
あ
し

や
つ
こ
 
 
 
 
い
も
 
 
・
た
め
 
 
わ
た
く
し
だ
か

奴
あ
れ
ど
 
妹
が
み
爲
と
 
私
田
刈
る
」
（
七
⊥
二
七
五
）
、
「
水
門
の
 
葦

 
う
ら
ば
 
 
 
た
れ
 
た
を
 
 
 
 
 
 
わ
 
 
せ
 
こ
 
 
 
ふ
 
て
 
 
み
 
 
 
 
 
わ
れ
-
た

の
末
葉
を
 
誰
か
手
折
り
し
 
 
我
が
背
子
が
 
振
る
手
を
見
む
と
 
我
ぞ
手

を折
り
し
」
（
七
⊥
二
八
八
）
と
い
っ
た
問
答
形
式
の
旋
頭
歌
は
、
記
紀
の
問
答
体

の
あ
る
も
の
が
、
1
お
そ
ら
ら
記
紀
の
旋
頭
歌
形
式
四
歌
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
一

片
薬
嚢
片
歌
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
を
直
接
取
入
れ
た
復
古
的
な
、
正
に
意
識

的
な
文
人
的
試
み
で
、
必
ず
し
も
そ
の
中
で
の
古
い
も
め
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
。
要
す
る
に
、
旋
頭
歌
の
発
生
を
考
え
る
上
で
、
記
紀
の
旋
頭
歌
形
式
の
四

歌
の
吟
味
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
片
歌
の
問
答
体
と
旋
頭
歌
と
を

直
結
す
る
の
は
些
か
せ
っ
か
ち
で
舌
足
ら
ず
の
結
論
で
あ
ろ
う
。

出早

八

 
以
上
は
旋
頭
歌
に
つ
い
て
、
常
識
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る

疑
問
か
ら
、
あ
え
て
私
見
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
章
一
、
章
二
の
初
め

た
返
っ
て
ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
称
由
来
に
つ
い
て
、
常
識
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
対
す
る
疑
問
へ
の
私
見
を
の
べ
て
、
こ
の
一
人
相
撲
に
も
似
た
論
を
閉

じ
る
。

 
章
三
で
、
ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
称
の
起
り
と
な
っ
た
ど
云
わ
れ
る
書
紀
、
第
三
の

前
段
四
句
体
、
後
段
五
句
体
の
う
ち
、
前
段
四
句
体
は
三
句
体
か
ら
の
音
数
増

加
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
た
。
後
段
末
尾
の
「
石
川
片
淵
」
の
一
句
が
、
前
段
末

尾
に
も
歌
い
添
え
ら
れ
た
現
象
で
、
そ
の
結
果
前
・
後
段
末
尾
が
同
形
で
歌
い

納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
も
云
っ
た
。
な
ぜ
、
そ
う
し
た
こ

と
が
起
き
た
の
か
、
然
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
筈
だ
、
と
云
っ
て
そ
こ
で
は
そ

の
理
由
に
つ
い
て
は
述
べ
な
か
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
．
三
句
体
と
三
句
体
と
の
、
か
っ
ち
り
と
し
た
二
段
構
成
で
、
前
・
後
段
の
末

尾
を
引
句
と
す
る
も
の
に
旋
頭
歌
形
式
謡
歌
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は

章
五
で
の
べ
た
よ
う
に
座
を
分
け
て
奏
さ
れ
た
琴
歌
で
、
歌
い
手
を
異
に
し
掛

合
で
歌
わ
れ
る
歌
の
典
型
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
ヒ
ナ
ブ
リ
も
亦
、
二
段
構
成

で
前
・
後
段
が
掛
合
で
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
「
い
渡
ら
す
瀬

慮
 
片
淵
に
」
と
歌
わ
れ
て
い
た
書
紀
、
第
三
の
場
合
に
、
そ
の
典
型
に
引
か

れ
て
、
「
い
渡
ら
す
瀬
虞
」
と
い
う
段
落
の
あ
と
に
、
後
段
末
尾
の
「
石
川
片

淵
」
が
歌
い
添
え
ら
れ
「
石
川
片
淵
 
片
淵
に
」
と
尻
取
り
風
の
つ
づ
き
と
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ヒ
ナ
ブ
リ
を
掛
合
で
歌
わ
れ
た
も
の
と
言

（10）



、

い
切
る
前
に
片
付
け
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
宿
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
章
こ
の

終
り
で
、
夷
振
之
上
歌
、
夷
振
之
片
下
の
「
上
歌
」
と
「
片
下
」
'
と
を
、
本
方

末
方
に
座
を
分
け
て
歌
う
『
神
楽
譜
』
の
「
諸
學
」
と
「
片
折
」
に
比
定
し
た

際
、
そ
の
「
諸
摯
」
「
片
折
」
は
「
本
」
と
「
末
」
と
に
関
係
を
持
つ
詞
で
は

な
か
ろ
う
と
す
る
見
解
の
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
が
、
そ
れ
へ
の
解
答
で
あ
る
。

 
本
と
末
と
に
関
係
は
な
か
ろ
う
と
す
る
見
解
の
論
拠
は
『
東
遊
歌
』
に
「
片

 
 
 
 
 
 
お
ほ
 
 
 
 
 
 
を
 
 
 
 
や
ま
 
 
 
 
 
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
よ

降
」
と
あ
る
「
大
ひ
れ
や
 
小
ひ
れ
の
山
は
 
や
 
寄
り
て
こ
そ
 
寄
り
て
こ

 
 
や
ま
 
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ほ
め

そ
 
山
は
良
ら
な
れ
や
 
遠
目
は
あ
れ
ど
」
、
ま
た
『
琴
歌
譜
」
に
同
じ
く
「

 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ふ
し
 
 
か
み
 
 
 
 
い
な
ほ
 

も
ろ
ほ
し

片
降
」
と
あ
る
「
木
綿
垂
で
の
 
神
が
さ
き
な
る
 
稻
の
穗
の
 
諸
寺
に
垂
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た
 
 
 
と
し
 
は
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
と
せ

よ
 
こ
れ
ち
ふ
も
な
し
」
と
「
新
し
き
 
年
の
始
め
に
 
か
く
し
こ
そ
 
千
歳

 
 
 
 
 
た
の
 
 
 
 
へ

を
か
ね
て
 
煙
し
き
を
経
め
」
と
の
都
合
三
里
の
歌
詞
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で

 
 
 
 
 
ゆ
ふ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
な
 
ほ

あ
っ
た
が
、
「
木
綿
垂
で
の
」
の
場
合
は
「
譜
」
で
は
第
三
句
の
「
稻
の
穗
の
」
，

が
繰
返
さ
れ
て
お
り
、
「
神
鼻
歌
』
の
「
大
前
張
」
に
は
「
本
1
一
勅
織
郵
で
の

か
み
 
 
 
 
 
 
 
い
な
 
ほ
 
 
 
 
 
 
い
な
 
ほ
 
 
 
も
ろ
ほ
 
 
し

神
の
さ
き
た
に
 
稻
の
穗
の
 
 
末
1
1
稻
の
穂
の
 
諸
穂
に
垂
で
よ
 
こ
れ
ぢ

ほ
も
な
し
」
と
あ
っ
て
、
座
を
分
け
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
句
体
歌

（
短
歌
形
式
）
を
座
を
分
け
て
歌
う
場
合
に
は
、
第
三
句
を
繰
返
す
の
が
建
前
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
ば
り

「
大
前
張
」
の
宮
人
、
難
波
潟
、
層
榛
は
す
べ
て
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
『
東
遊

歌
』
の
「
上
塗
」
も
み
る
よ
う
に
五
句
体
の
う
ち
、
第
三
句
の
「
寄
り
て
こ
そ
」

が
繰
返
さ
れ
て
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
新
し
き
」
の
場
合
は
「
譜
」
が
付
け
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た

れ
て
い
な
い
の
で
確
か
に
は
云
い
難
い
が
、
『
催
馬
楽
』
で
は
、
『
新
し
き

と
し
 
は
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
か

年
の
始
め
に
 
や
 
か
く
し
こ
そ
 
は
れ
 
 
か
く
し
こ
そ
 
仕
へ
ま
つ
ら
め

 
 
よ
う
つ
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
う
つ
よ

や
 
萬
代
ま
で
に
 
 
あ
は
れ
 
そ
こ
よ
し
や
 
萬
代
ま
で
に
」
と
三
段

に
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
合
の
手
の
掛
声
、
世
子
詞
と
み
ら
れ
る
も
の
を

除
く
と
、
第
三
段
の
三
句
体
は
実
質
的
に
は
末
尾
の
「
萬
代
ま
で
に
」
の
繰
返

ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
称
と
記
紀
の
旋
頭
歌

し
で
、
第
一
段
と
第
二
段
と
は
五
句
体
の
第
三
句
の
「
か
く
し
こ
そ
」
の
繰
返

し
が
、
そ
の
間
の
段
落
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
は
天
平
十
一
年
正
月

の
男
踏
歌
の
宴
（
『
続
日
本
起
）
に
は
琴
歌
と
し
て
奏
さ
れ
て
お
り
、
『
古
今
和
，

歌
集
』
の
「
大
歌
所
の
歌
」
に
「
大
直
毘
の
歌
」
と
あ
る
の
は
こ
の
類
歌
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
『
神
楽
歌
』
と
同
じ
神
事
儀
礼
の
歌
で
あ
っ
た
。

 
こ
う
見
て
繋
る
と
、
こ
の
四
壁
の
歌
詞
か
ら
だ
け
で
『
神
楽
譜
』
の
「
二
半
」

「
片
折
」
を
本
・
末
に
関
係
の
な
い
詞
だ
と
決
め
る
の
は
ど
う
も
出
撃
難
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
座
を
分
け
て
歌
え
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
歌
詞

だ
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ナ
ブ
リ
が
旋
頭
歌
形
式
三
層
の
奏
法
に
な
ら
っ
て
、
前
・

後
段
が
掛
合
で
歌
わ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
「
上
歌
」
と
あ
る
も
の
は
「
諸
墾
・
」

に
、
そ
の
「
片
下
」
と
あ
る
も
の
は
「
片
里
」
に
相
通
じ
る
も
の
で
、
こ
れ
を

具
体
的
に
云
う
と
、
五
句
体
対
自
句
体
の
「
上
里
」
の
場
合
は
、
前
・
後
段
共

に
高
い
調
子
で
歌
い
．
、
五
句
体
対
三
句
体
の
「
片
下
」
の
場
合
は
、
前
段
を
普

通
の
調
子
で
歌
い
、
後
段
の
「
言
を
こ
そ
 
愚
と
言
は
め
 
我
が
妻
は
ゆ
め
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
だ
 
 
 
ひ
と
も
と
す
げ
 
 
 
こ
も
 
 
 
 
 
た

と
い
う
三
句
体
一
こ
れ
は
、
「
八
田
の
 
一
本
菅
は
 
子
持
た
ず
立
ち
か

あ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
す
が
は
ら
 
 
 
こ
と
 
 
 
 
 
す
げ
は
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
が

荒
れ
な
む
あ
た
ら
菅
原
 
言
を
こ
そ
．
菅
原
と
言
は
め
あ
た
ら
清

 
めし

女
」
〈
記
、
第
六
五
）
の
後
段
、
「
言
を
こ
そ
」
以
下
の
三
句
体
か
ら
、
そ
れ

が
前
段
の
内
容
を
説
明
す
る
慣
用
表
現
だ
と
知
れ
る
一
々
調
子
を
下
げ
て
歌
う

も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

 
述
べ
て
こ
こ
ま
で
來
れ
ば
、
私
の
云
お
う
と
す
る
こ
と
も
大
方
察
し
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
旋
頭
歌
形
式
四
歌
も
ヒ
ナ
ブ
リ
も
共
に
掛
合
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
、

歌
曲
名
を
記
し
た
他
の
大
歌
（
宮
廷
歌
曲
）
と
は
歌
い
方
の
上
で
異
っ
て
い
た
が

前
者
は
琴
の
曲
節
に
合
わ
せ
て
歌
わ
れ
た
儀
礼
歌
ら
し
く
、
そ
の
伝
承
者
も
お

お
よ
そ
の
見
当
が
つ
く
出
自
の
正
し
さ
を
持
ち
、
形
式
か
ら
云
え
ば
、
三
句
体

！
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、

と
三
句
体
と
に
、
は
っ
き
σ
決
ま
っ
て
い
た
。
後
者
に
は
民
謡
風
の
も
の
も
あ

り
、
物
語
中
の
歌
ら
し
い
も
の
も
あ
る
。
形
式
か
ら
云
っ
て
も
、
五
句
体
と
三

句
体
、
五
句
体
と
五
句
体
、
も
し
く
は
そ
の
変
化
形
と
い
う
よ
う
に
雑
多
で
あ

る
。
内
容
上
か
ら
云
え
ば
前
者
が
宮
廷
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
地
方
的

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
前
者
を
正
規
な
折
り
目
の
正
し
い
歌
と
し
、
後
者
は
そ

れ
と
掛
合
で
歌
う
と
い
う
点
だ
け
が
似
て
、
他
は
平
な
る
も
の
と
み
て
、
こ
れ

．
を
ヒ
ナ
ブ
リ
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ナ
ブ
リ
と
は
歌
い
方
．

に
よ
る
呼
．
称
で
、
旋
頭
歌
形
式
四
歌
を
対
象
に
し
た
命
名
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
名
称
由
来
は
『
流
伝
』
の
云
う
よ
う
に
、
書
紀
、
第

三
の
第
二
句
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
く
夷
つ

女
振
V
と
呼
ば
ず
に
、
〈
夷
振
V
と
呼
ん
だ
の
は
、
の
べ
た
よ
う
な
事
情
が
絡

ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
先
に
章
七
で
問
答
体
が
三
句
体
に
整
理
さ
れ
る
傾

向
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
旋
頭
歌
形
式
四
叉
を
軸
と
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と

云
っ
た
が
、
記
紀
の
問
答
体
は
必
ず
し
も
三
句
体
と
三
句
体
ば
か
り
で
は
な

い
。
例
せ
ば
書
紀
の
シ
ビ
物
語
の
中
の
問
答
歌
は
、
第
八
七
と
第
八
八
と
は
五

句
体
と
三
句
体
、
つ
づ
く
第
八
九
と
第
九
〇
と
は
五
句
体
と
五
句
体
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
勿
論
、
時
代
に
よ
る
歌
語
の
隆
替
に
関
係
を
持
つ
こ
と
で
は
あ
る

が
、
あ
る
い
は
ヒ
ナ
ブ
リ
の
場
合
の
轡
合
に
、
五
句
体
対
岸
句
体
あ
り
、
土
塁

、
体
誤
想
句
体
あ
り
、
と
い
っ
た
雑
多
な
形
式
の
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
と
微
妙
に

絡
み
あ
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。
 
（
一
力
七
六
・
八
．
三
）
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