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一

 
前
稿
（
「
日
本
文
学
研
究
」
第
二
四
号
）
で
、
大
伴
坂
上
郎
女
（
以
下
多
く

の
場
合
郎
女
と
略
記
す
る
）
の
、
 
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
実
像
を
、
多
様
性
の

面
か
ら
把
え
、
多
様
な
歌
、
多
量
の
資
料
的
記
載
の
残
さ
れ
た
理
由
を
三
点
に

ま
と
め
た
。

 
そ
の
第
一
は
、
 
「
万
葉
集
』
の
最
終
編
纂
者
・
大
家
持
と
郎
女
は
甥
と
叔
母

の
関
係
に
あ
り
、
娘
の
婿
と
も
な
っ
た
家
持
が
、
豊
富
な
資
料
と
見
聞
を
記
録

し
た
と
い
う
僥
倖
。

 
第
二
は
、
大
伴
家
の
家
刀
自
的
な
存
在
で
あ
っ
た
郎
女
が
、
晴
の
場
で
活
躍

す
る
機
会
が
多
く
、
又
そ
こ
で
巧
み
に
歌
を
詠
む
才
能
を
持
っ
て
い
た
事
実
。

 
第
三
に
、
郎
女
自
身
の
虚
構
を
好
む
性
向
と
、
現
実
を
逃
避
し
よ
う
と
す
る

気
持
が
多
様
な
歌
の
世
界
を
切
り
開
い
た
と
考
え
ら
れ
る
事
。

 
以
上
の
三
点
中
、
第
一
・
第
二
に
つ
い
て
は
資
料
的
に
か
な
り
客
観
的
な
事

実
と
し
て
指
摘
し
得
た
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
郎
女
の
歌
才
と
第
三
の
項
に
つ

い
て
は
、
本
稿
で
申
心
的
に
論
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
特

に
「
現
実
を
逃
避
し
よ
う
と
す
る
気
持
」
と
結
論
ず
け
る
の
は
、
そ
の
前
段
階

で
、
郎
女
が
直
面
し
、
乗
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
現
実
の
重
み
を
確
認

し
た
上
で
の
事
で
あ
ろ
う
。

 
郎
女
の
歌
を
理
解
す
る
為
に
は
、
大
伴
家
を
思
う
気
持
、
い
や
も
っ
と
端
的

に
言
え
ば
、
大
伴
家
の
存
在
を
世
に
問
う
彼
女
の
志
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。

 
大
伴
家
持
が
、
大
伴
氏
の
頭
領
と
し
て
、
氏
の
繁
栄
を
希
っ
て
心
を
砕
い
た

こ
と
は
、
 
『
万
葉
集
」
の
中
に
随
所
に
見
る
事
が
出
来
る
。
有
名
な
、

 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
「
族
を
激
す
歌
」
鍋
の
末
尾
で
は

 
 
 
 
 
 
お
や

 
む
な
こ
と

 
…
空
言
も
 
祖
の
名
絶
つ
な
大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る
ま
す
ら
を
の
伴

と
、
又
そ
の
反
歌
で
も

 
 
 
し
き

 
姻
 
磯
城
島
の
大
和
の
国
に
明
ら
け
き
名
に
負
ふ
伴
の
男
心
つ
と
め
よ

 
7
4
 
つ
る
ぎ
た
ち

 
4
6
 
剣
大
刀
い
よ
よ
磨
ぐ
べ
し
い
に
し
へ
ゆ
さ
や
け
く
負
ひ
て
来
に
し
そ
の

 
4

 
 
名
そ

の
よ
う
に
、
大
伴
氏
の
置
か
れ
た
立
場
か
ら
の
、
悲
痛
な
叫
び
が
聞
え
て
く

る
。
こ
の
歌
は
、
左
注
に
よ
っ
て
分
る
よ
う
に
、
大
伴
氏
の
長
老
で
出
雲
守
で

あ
っ
た
大
伴
古
手
斐
が
、
淡
海
三
船
の
講
言
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
た
事
件
に
よ

っ
て
生
れ
た
。
事
件
に
つ
い
て
は
、
 
『
続
日
本
紀
」
の
記
事
に
よ
れ
ば
そ
れ
程
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単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大
伴
氏
の
勢
力
が
殺
が
れ
る
事

件
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
か
っ
た
。

 
翻
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
事
件
（
天
平
勝
宝
八
歳
（
搦
年
）
）
の
十
年
令
前
（
天

平
十
六
年
）
に
も
、
家
持
が
柱
と
も
頼
む
、
安
積
親
王
が
麗
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ

の
時
家
持
は
長
歌
二
首
と
そ
の
反
歌
四
首
を
詠
み
皇
子
の
死
を
嘆
い
た
。
そ
の

最
後
の
短
歌
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
き
 
 
 
 
よ
う
つ
よ

 
卿
 
大
伴
の
名
馬
ふ
靱
．
帯
び
て
万
代
に
頼
み
し
心
い
つ
く
か
寄
せ
む

と
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
に
も
大
伴
の
家
と
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
所
で

の
、
家
持
の
詠
歌
態
度
が
窺
え
る
。

 
又
家
持
の
絶
唱
三
首

 
姻
 
春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
悲
し
こ
の
夕
影
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

 
 
 
 
 
 
 
 
さ
さ
む
ら
た
け

 
欄
 
我
が
宿
の
い
笹
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
か
も

 
撒
 
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ

 
 
ば

が
詠
ま
れ
た
天
平
勝
宝
五
年
（
七
垂
二
年
）
、
家
持
は
最
後
の
歌
の
左
注
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
う
こ
う
だ
だ
 
な
 
 
せ
い
ち
ゅ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ら

 
 
春
日
遅
々
に
し
て
鶴
至
正
に
暗
く
。
懐
凋
の
意
歌
に
あ
ら
ず
し
て
は
擾
ひ

 
か
た
き
の
み
。
よ
り
て
こ
の
歌
を
作
り
、
も
ち
て
締
緒
を
展
ぶ
。

「
と
述
べ
て
い
る
。
 
「
ひ
と
り
思
う
」
家
持
の
脳
裏
に
去
来
す
る
も
の
、
雲
雀
の

鳴
く
春
の
よ
き
日
に
つ
ら
く
悲
し
い
思
い
を
す
る
原
因
が
何
か
明
か
に
し
て
い

な
い
が
、
単
な
る
詩
人
の
憂
愁
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
郎
女
の
集
中
最
後
の
歌
は
、
越
申
守
で
あ
る
夫
・
家
持
と
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 

に
あ
る
娘
大
伴
坂
上
大
全
へ
贈
っ
た
紐
．
観
で
、
そ
の
長
歌
の
末
尾
は
（
天
平

勝
宝
二
年
の
作
）

 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ

 
2
2
 
…
か
く
恋
ひ
ば
老
い
つ
く
我
が
身
 
け
だ
し
堪
へ
む
か
も

 
4

と
あ
る
。
娘
へ
の
、
遠
く
に
あ
る
母
親
の
嘆
き
、
と
一
般
的
な
感
情
と
見
る
こ

と
も
出
来
る
が
、
そ
の
歌
を
最
後
に
、
家
持
が
何
も
郎
女
に
触
れ
る
こ
と
が
な

い
の
か
ら
し
て
も
、
天
平
勝
宝
五
年
に
は
郎
女
は
既
に
没
し
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
 
「
懐
」
は
説
文
翻
字
に
「
痛
也
」
、
 
「
慨
」
は
同
書
に
「
失
意

也
」
と
あ
る
が
、
 
「
懐
慨
」
を
郎
女
の
死
、
即
ち
家
持
を
十
四
才
頃
か
ら
背
後

で
支
え
て
き
た
叔
母
に
し
て
義
理
の
母
の
死
、
か
ら
来
る
悲
し
さ
と
結
び
つ
け

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
家
持
の
私
世
界
と
公
世
界
に
つ
い
て
は
、
川
口
常

孝
氏
が
「
大
伴
家
と
『
歌
日
記
』
」
 
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
第
八
集
」
有
斐
閣
選

書
所
収
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
適
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
 
わ
た
し
た
ち
は
従
前
も
「
公
」
 
「
私
」
の
語
を
使
っ
た
が
、
家
持
は
公
性

 
と
私
性
の
葛
藤
を
、
苦
渋
の
面
貌
を
も
っ
て
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、

 
『
万
葉
集
」
申
、
最
終
・
最
大
の
作
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
源
は
、
彼
が
神
代

 
以
来
の
名
門
に
生
を
享
け
た
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
。
氏
族
が
も
つ
共
同

 
体
意
識
は
、
早
く
し
て
彼
の
体
質
を
つ
ち
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
と
も
に
、

 
長
じ
て
は
、
父
旅
人
や
酵
母
ら
の
個
性
の
文
学
を
、
そ
の
身
辺
に
見
た
の
で

 
あ
る
。
こ
と
に
憶
良
の
横
紙
破
り
が
、
は
な
は
だ
し
い
出
血
の
痛
み
を
担
保

 
に
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
家
持
は
敏
感
な
魂
を
も
っ
て
感
じ
と
っ
た

 
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
世
界
へ
の
沈
潜
の
志
向
と
氏
族
へ
の
回
帰

 
の
要
請
と
が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
家
持
の
内
部
を
洗
う
こ
と
に
な
る
。

 
家
持
の
、
大
伴
氏
へ
の
限
り
な
い
愛
情
と
危
惧
は
、
結
局
死
後
ま
で
彼
を
束

縛
し
た
。
家
持
は
延
暦
四
年
中
七
八
五
年
）
八
月
六
八
才
で
多
賀
城
に
没
し
た

が
、
二
十
余
日
後
に
は
、
藤
原
種
継
射
殺
の
主
謀
者
と
し
て
、
息
子
永
主
と
と

も
に
遺
骨
は
隠
岐
へ
配
流
さ
れ
、
そ
の
名
誉
が
回
復
す
る
の
は
こ
の
後
二
十
一

年
目
の
延
暦
二
五
年
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
、
自
己
の
所
属
す
る
氏
や
家
を
愛
す
る
気
持
が
、
時
に
は
天
皇

家
に
と
っ
て
も
目
に
余
る
程
で
あ
っ
た
の
は
、
 
「
允
恭
紀
」
四
年
秋
九
月
九
日

み
こ
と
の
り

の
詔
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
が
 
 
 
 
 
な
 
 
 
 
 
わ
れ

 
 
上
古
治
む
る
こ
と
、
人
民
所
を
得
て
、
姓
名
錯
ふ
こ
と
呈
し
。
今
朕
、

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
し

 
践
回
り
て
、
こ
こ
に
四
年
。
上
下
相
争
ひ
て
、
百
姓
安
か
ら
ず
。
或
い
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
に
へ
 
 
 
 
 
 
 
と

 
誤
り
て
己
が
姓
を
失
ふ
。
或
い
は
故
に
高
き
氏
を
認
む
。

と
あ
り
、
同
月
二
十
八
日
の
詔
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
に
の
み
や
つ
こ
た
ち
 
 
 
ま
う

 
 
群
卿
百
寮
及
び
諸
の
国
造
等
、
皆
騰
落
さ
く
、
『
或
い
は
帝
皇
の
商
、

 
 
 
 
あ
や
 
 
 
 
 
あ
ま
く
だ

 
或
い
は
異
し
く
し
て
天
降
れ
り
」
と
ま
う
す
。

と
、
群
臣
の
実
態
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
分
る
。
こ
の
た
め
、
有
名
な

 
 
 
 
 
く
か
た
ち

甘
恥
丘
で
の
盟
神
探
湯
（
神
に
誓
っ
て
、
手
を
熱
湯
に
入
れ
、
た
だ
れ
た
者
を

邪
と
す
る
一
種
の
神
判
）
が
行
わ
れ
、
 
「
薫
れ
よ
り
後
、
氏
姓
自
つ
か
ら
志
ま

 
 
 
 
 
う
つ
は

り
て
、
更
に
詐
る
人
無
し
。
」
の
好
結
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』

の
序
文
も
、
天
武
天
皇
が
『
古
事
記
』
撰
録
の
契
機
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
 
朕
聞
く
、
諸
家
の
費
た
る
所
の
帝
紀
及
び
本
辞
、
既
に
正
実
に
違
ひ
、
多

 
く
虚
偽
を
加
ふ
と
。
今
の
時
に
当
り
て
、
其
の
失
を
改
め
ず
は
、
未
だ
幾
年

 
を
も
経
ず
し
て
、
其
の
旨
滅
び
ん
と
す
。

の
状
態
を
放
置
し
得
な
い
と
述
べ
ら
れ
た
、
と
伝
え
て
い
る
。
氏
姓
制
度
が
律

令
制
度
へ
移
行
す
る
時
に
当
っ
て
は
、
，
氏
姓
の
尊
卑
が
蔑
ろ
に
さ
れ
た
が
、
天

武
天
皇
は
こ
れ
を
反
省
し
、
社
会
の
安
定
の
た
め
、
延
い
て
は
天
皇
中
央
集
権

の
た
め
に
、
諸
氏
族
を
新
制
に
組
み
入
れ
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
一
方
で
は
、
天
皇
家
の
齢
し
い
伝
統
が
称
揚
さ
れ
、
万
葉
最
大
の
歌
人
柿
本

人
麻
呂
は
歌
を
以
っ
て
そ
れ
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
は
万
人
の
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
武
を
以
っ
て
常
に
天
皇
を
支
え

て
来
た
大
伴
氏
は
、
武
力
の
行
使
に
よ
っ
て
は
も
は
や
維
持
し
繁
栄
へ
と
向
う

こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
多
少
の
問
題
（
皇
太
子
草
壁
皇
子
の

死
や
自
然
災
害
な
ど
の
、
）
は
あ
っ
て
も
、
持
統
天
皇
が
三
十
一
回
も
都
を
離

れ
吉
野
へ
旅
す
る
こ
と
が
出
来
た
平
和
と
、
巨
大
な
営
舎
那
仏
の
建
造
を
可
能

に
し
た
強
大
な
朝
廷
の
財
力
を
思
う
時
、
一
氏
族
の
力
で
独
立
独
歩
生
き
延
び

る
道
は
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
家
持
の
父
旅
人
は
、
天
平
三
年
六
十
七

才
で
麗
ず
る
時
、
大
納
言
従
二
位
で
あ
り
、
養
老
四
年
に
は
征
隼
人
持
節
大
将

軍
と
し
て
、
九
州
へ
赴
い
て
、
武
門
の
家
の
頭
領
の
面
目
を
施
し
て
い
る
。
そ

の
旅
人
に
し
て
も
六
十
を
越
え
て
（
六
十
四
才
？
）
九
州
大
宰
府
へ
下
り
、
帰

京
（
天
平
二
年
十
二
月
）
の
翌
年
七
月
二
十
五
日
不
帰
の
客
と
な
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
最
晩
年
に
家
運
を
上
げ
る
働
き
を
し
た
と
は
思
え
な
い
。

 
ま
さ
し
く
旅
人
・
家
持
の
中
間
に
あ
っ
て
、
大
伴
家
を
支
え
た
の
が
坂
上
郎

女
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
旅
人
は
、
大
宰
帥
と
し
て
着
任
の
年
（
神
亀
五

年
）
最
愛
の
妻
大
伴
郎
女
を
失
っ
た
。
そ
の
異
母
兄
を
援
け
、
家
持
の
養
育
の

為
に
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
郎
女
は
大
宰
府
に
下
向
し
た
。
そ
れ
は
、
天
平

二
年
十
一
月
に
、
旅
人
帰
京
に
先
立
っ
て
「
帥
の
家
を
発
ち
て
道
に
上
り
、
筑

前
の
国
の
宗
像
の
郡
の
名
児
の
山
を
越
ゆ
る
時
に
作
る
歌
」
 
（
3
6
9
）
、
 
「
同
じ

き
坂
上
郎
女
、
京
に
向
う
海
道
に
し
て
、
浜
の
貝
を
見
て
作
る
歌
」
（
4
6
9
）
、
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
後
に
そ
の
内
容
に
触
れ
る
が
、
右
二
首
は
激
し

い
恋
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
恋
の
相
手
が
誰
れ
で
あ
っ
た
か
は
説
が
分
れ

る
が
、
こ
れ
は
単
純
に
旅
人
を
思
う
歌
で
あ
り
（
勿
論
恋
愛
的
で
は
な
く
）
、

そ
の
思
い
の
背
景
と
し
て
、
大
伴
家
を
思
う
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
大
宰
府
か
ら
帰
京
の
後
、
家
持
へ
の
贈
歌
（
鵬
・
枷
他
）
、
大
伴
駿
河
麻

（3）



呂
と
の
贈
答
歌
（
口
熱
）
、
従
兄
で
あ
る
（
鵬
・
鵬
の
左
注
）
安
倍
虫
麻
呂
と

の
贈
答
と
、
郎
女
は
同
族
の
人
・
近
親
者
と
の
交
流
を
深
め
て
い
る
。
こ
れ

は
、
既
に
小
野
寺
静
子
氏
が
「
大
伴
坂
上
郎
女
」
 
（
『
萬
葉
集
講
座
第
六
巻
』

有
精
堂
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
郎
女
の
男
性
交
流
は
大
伴
家
一
族
の
人
で
占
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
つ

 
て
、
大
宰
府
下
向
以
前
と
帰
京
後
と
で
は
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ

 
ち
、
帰
京
後
の
三
者
は
共
に
大
伴
家
一
族
の
人
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ

 
の
時
期
の
郎
女
の
生
活
や
立
場
と
深
く
か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
で
、
旅
人
の

 
妻
大
伴
郎
女
の
死
後
「
大
伴
宗
家
の
家
刀
官
と
し
て
一
門
の
母
の
位
置
」

 
（
尾
山
）
に
就
き
、
大
伴
家
一
族
の
「
家
刀
自
」
と
し
て
の
立
場
に
い
た
こ

 
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
大
宰
府
よ
り
の
帰
京
後
に
お
け
る
郎
女

 
は
、
諸
氏
が
い
う
よ
う
に
「
家
刀
自
」
と
し
て
生
き
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

 
そ
れ
が
は
た
し
て
充
分
発
輝
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ

 
る
と
し
て
も
。
多
く
の
男
性
と
の
交
流
も
、
郎
女
が
原
始
的
共
同
体
の
中
で

 
生
き
た
故
と
も
説
か
れ
る
が
、
そ
う
い
う
視
点
と
共
に
、
 
「
家
刀
自
」
郎
女

 
の
才
量
に
も
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
大
伴
一
族
の
中
で
、
郎
女
に
自
覚

 
さ
れ
、
郎
女
が
求
め
ら
れ
た
「
家
刀
自
」
的
立
場
と
い
う
も
の
を
無
視
で
き

 
な
い
と
考
え
る
。

 
右
の
最
後
の
一
文
は
極
め
て
大
き
な
示
唆
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
『
家
刀
自
』
郎
女
の
才
量
に
も
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
大
伴
一
族
」
と

い
う
と
こ
ろ
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
資
料
的
に
郎
女

程
明
瞭
で
な
い
か
ら
反
論
し
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
各
氏
族
に
郎
女
的
な
人
は

い
た
筈
で
、
む
し
ろ
そ
れ
が
当
然
で
あ
っ
た
か
ら
、
（
0
1
8
0
●
6
」
弓
4
仕
）
の
左
注
で
、

 
 
大
刀
自
石
川
命
婦
、
餌
薬
の
事
に
よ
り
て
有
馬
の
温
泉
に
行
き
て
、
こ
の

 
喪
に
会
は
ず
。
た
だ
郎
女
ひ
と
り
留
ま
り
て
、
屍
枢
を
葬
り
送
る
て
と
す
で

 
を
は

に
誰
り
ぬ
。
よ
り
て
こ
の
歌
を
作
り
て
、
温
泉
に
贈
り
入
る
。

と
、
新
羅
の
国
の
尼
理
願
の
死
に
際
し
、
郎
女
は
母
の
名
代
と
し
て
葬
送
を
と

り
行
っ
た
し
、

 
 
神
亀
五
年
戊
辰
に
、
大
宰
帥
大
伴
卿
が
妻
大
伴
郎
女
、
病
に
遇
ひ
て
長
逝

 
す
。
 
（
既
の
左
注
）

と
あ
れ
ば
、
大
伴
宗
家
の
旅
人
を
助
け
る
べ
く
郎
女
は
大
宰
府
へ
赴
い
た
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
各
氏
族
で
、
女
性
の
中
の
選
ば
れ
た
人
（
男
性
も
同
じ
で

あ
る
が
）
を
頼
り
に
す
る
こ
と
は
当
然
の
事
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
と
も
か
く
郎
女
の
精
力
的
な
同
族
の
人
と
の
交
流
は
そ
の
団
結
と
無
関
係
で

は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
彼
女
の
立
場
と
し
て
は
む
し
ろ
当
然
の
事
で
あ
り
、

そ
れ
を
す
ぐ
に
大
伴
家
の
衰
退
と
結
び
付
け
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
む
し

ろ
、
そ
の
家
刀
自
と
し
て
の
働
き
の
一
部
を
、
「
歌
の
世
界
」
で
果
し
得
る
と

確
信
し
、
事
実
、
 
『
万
葉
集
』
の
申
で
そ
の
実
力
を
示
し
た
こ
と
を
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
然
し
、
弓
弦
で
も
指
適
し
た
よ
う
に
、
郎
女
の
歌
を
考
え
る
上

で
、
「
家
刀
自
」
的
立
場
を
考
え
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
、
そ
の
こ
と
が
、
本

稿
で
最
初
に
挙
げ
た
三
点
を
更
に
深
く
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
と
思
う
。
以

下
、
．
郎
女
が
、
彼
女
の
歌
世
界
に
お
い
て
、
い
か
に
大
伴
一
族
を
愛
し
、
そ
の

繁
栄
を
願
っ
て
い
た
か
を
彼
女
の
歌
を
丁
寧
に
考
え
る
こ
と
で
証
明
し
て
み
た

い
。
 
（
尚
歌
番
号
は
『
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
）

二

 
郎
女
は
、
そ
の
生
涯
が
『
万
葉
集
』
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

人
と
文
学
を
考
え
る
上
で
最
適
の
歌
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
長
歌
六
首
・
短
歌
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七
七
首
・
旋
頭
歌
一
首
計
八
四
首
の
歌
聖
は
、
充
分
と
は
言
え
な
い
に
し
て

も
、
歌
人
大
伴
坂
上
郎
女
の
相
貌
を
窺
う
に
決
し
て
不
足
と
は
思
え
な
い
。

 
郎
女
の
万
葉
に
お
け
る
初
出
は
、
巻
三
雑
歌
申
の
「
神
を
祭
る
歌
」
 
（
脚
・

鋤
）
で
、
左
注

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
か

 
 
右
の
歌
は
、
天
平
五
年
冬
十
一
月
を
以
ち
て
、
大
伴
の
氏
の
神
に
供
へ
祭

 
る
時
、
い
さ
さ
か
こ
の
歌
を
作
る
、
故
に
神
を
祭
る
歌
と
い
ふ
。

に
よ
っ
て
、
氏
の
神
を
祭
る
歌
で
あ
る
事
が
明
か
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
氏
」

を
守
る
神
に
供
え
る
と
言
う
、
他
に
例
が
な
い
、
然
し
郎
女
の
立
場
を
明
確
に

示
し
て
い
る
歌
で
あ
る
が
、
長
歌
の
末
尾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

 
…
…
か
く
だ
に
も
我
れ
は
祈
ひ
な
む
 
君
に
逢
は
．
じ
か
も
（
9
7
3
）

と
、
反
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

 
鋤
 
木
綿
畳
手
に
取
り
持
ち
て
か
く
だ
に
も
我
れ
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ

 
 
か
も

の
語
句
が
、
い
か
に
も
恋
の
成
就
を
願
う
よ
う
に
し
か
思
は
れ
な
い
の
で
、
諸

説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
君
」
が
、
こ
の
頃
既
に
没
し
て
い
た
、
異
母
兄

 
 
 
 
 
 
 
お
と

に
し
て
坂
上
大
嬢
・
二
嬢
の
父
で
あ
る
大
伴
宿
奈
麻
呂
を
背
景
に
詠
ま
れ
た
と

す
る
説

 
 
特
に
こ
の
相
聞
歌
的
表
現
の
背
景
に
は
、
す
で
に
「
氏
の
神
」
の
一
柱
と

 
な
っ
た
亡
夫
宿
奈
麻
呂
を
招
き
寄
せ
る
意
識
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
推

 
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
（
「
萬
葉
集
全
野
」
巻
第
三
 
西
宮
一
民
）

と
、
二
年
余
前
に
没
し
た
異
母
兄
・
大
伴
旅
人
と
す
る
説

 
 
こ
の
「
君
」
は
や
は
り
氏
神
の
列
に
加
わ
っ
た
ば
か
り
の
旅
人
を
さ
し
て

 
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
氏
上
旅
人
の
霊
に
よ
み
が

 
え
り
を
訴
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
家
刀
自
の
立
場
に
あ

大
伴
坂
上
郎
女
論
 
中

 
る
者
の
歌
で
あ
る
に
違
い
な
い
（
「
坂
上
郎
女
祭
神
歌
」
桜
井
満
『
万
葉
集

 
を
学
ぶ
」
第
三
集
所
収
）

の
二
説
が
有
力
で
あ
る
。
か
つ
て
私
は
（
『
日
本
文
学
研
究
』
第
十
四
号
所
収

「
大
伴
旅
人
『
讃
酒
歌
十
三
首
」
考
」
）
の
中
で
、
旅
人
の
「
讃
酒
歌
十
三
首
」

は
、
大
伴
坂
上
郎
女
に
対
し
て
私
的
に
披
露
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
三
十
も
年
の
違
う
兄
と
妹
の
間
の
心
の
通
い
合
い
と
連

帯
を
説
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
て
も
、
又
大
宰
府
を
旅
人
に

先
立
っ
て
出
発
し
た
郎
女
の
歌

 
蟷
 
大
汝
 
少
彦
名
の
 
神
こ
そ
ば
 
名
付
け
そ
め
け
め
 
名
の
み
を
 
名

 
 
児
山
と
負
ひ
て
 
我
が
恋
の
 
千
重
の
一
重
も
「
慰
さ
め
な
く
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
と
ま
 
 
 
 
 
ひ
り

 
脳
 
我
が
背
子
に
恋
ふ
れ
ば
苦
し
暇
あ
ら
ば
拾
ひ
て
行
か
む
恋
忘
れ
貝

も
、
兄
旅
人
を
甘
煮
に
詠
ま
れ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
、
「
神
を
祭
る
歌
」
も
，
、

祖
神
の
中
で
特
に
旅
人
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

 
そ
し
て
、
こ
の
切
な
る
思
い
を
詠
ま
せ
た
の
は
、
旅
人
無
き
後
、
大
伴
家
の

氏
上
家
持
を
（
然
し
当
時
家
持
は
十
六
才
）
補
佐
し
な
け
れ
獄
な
ら
な
か
っ
た

郎
女
の
焦
躁
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
う
が
ら

 
続
い
て
郎
女
は
「
族
を
宴
す
る
日
に
吟
ふ
歌
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
め
ゆ

 
姐
 
山
守
の
あ
り
け
る
知
ら
に
そ
の
山
に
腰
結
ひ
立
て
て
結
ひ
の
恥
し
つ

を
詠
ん
で
い
る
が
、
 
「
族
を
宴
す
る
」
資
格
を
有
す
る
郎
女
が
節
を
つ
け
て
歌

っ
た
の
は
、
一
族
の
交
流
の
場
に
お
い
て
、
大
伴
駿
河
麻
呂
に
母
親
と
し
て
鴬

嬢
を
与
え
る
許
し
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
 
「
私
は
、
娘
二
号
と
あ
な
た

が
既
に
誓
い
合
っ
た
仲
で
あ
る
（
山
に
山
守
が
あ
る
）
の
を
知
ら
ず
に
、
娘
を

守
ろ
う
（
論
結
ひ
立
て
て
）
と
し
た
の
は
、
全
く
恥
か
し
い
事
で
し
た
。
ど
う

（5）



か
、
宜
し
く
。
」
と
で
も
解
釈
す
る
と
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
、
諸
説
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
ご
た

る
が
、
駿
河
麻
呂
の
和
え
歌
、

 
娚
 
山
守
は
け
だ
し
あ
り
と
も
我
妹
子
が
結
ひ
け
む
標
を
人
解
か
め
や
も

を
見
れ
ば
、
右
の
解
釈
が
妥
当
な
事
が
分
る
で
あ
ろ
う
。
母
親
の
正
式
な
許
可

（
結
ん
だ
標
を
解
く
）
が
な
け
れ
ば
、
実
質
的
な
山
守
（
夫
）
で
あ
っ
て
も
ど

う
し
ょ
う
も
な
い
と
答
え
、
郎
女
の
宴
で
の
言
挙
げ
を
駿
河
麻
呂
は
喜
こ
ん
だ

の
で
あ
る
。

 
郎
女
と
駿
河
麻
呂
は
、
右
の
贈
答
の
す
こ
し
後
で
も
（
0
～
-
」
4
ム
4
）
歌
を
詠
み

合
っ
て
い
て
、
同
じ
宴
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
が
、
殆
ん
ど
同
じ
時
期
の
歌
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
等
の
歌
で
窺
え
る
の
は
、
一
族
の
団
結
に
つ
な
が
る

結
婚
に
際
し
て
、
歌
を
も
っ
て
巧
み
に
事
を
運
ん
で
い
る
郎
女
の
姿
で
あ
る
。

歌
が
、
 
「
相
聞
」
の
部
立
の
名
で
も
分
る
よ
う
に
、
人
同
士
の
愛
情
・
友
情
を

伝
え
合
う
も
の
と
し
て
の
大
き
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
万
人
の
認
め
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
母
と
し
て
娘
の
結
婚
を
進
行
さ
せ
る
時
に
、
歌
の
効
用
を

利
用
し
た
の
は
郎
女
の
他
に
は
見
当
ら
な
い
。
こ
れ
も
宴
の
主
で
あ
り
、
家
刀

自
で
あ
っ
た
郎
女
な
ら
で
は
の
事
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
ま
か

 
「
七
年
乙
亥
、
大
伴
坂
上
郎
女
、
尼
理
願
が
産
れ
る
を
悲
し
び
嘆
き
て
作
る

歌
」
（
0
1
6
●
受
U
」
4
4
）
は
、
左
注
に
よ
っ
て
、
天
平
七
年
、
大
伴
家
に
数
十
年
も
滞
在

し
て
い
た
新
羅
の
尼
理
願
が
死
ん
だ
時
の
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
事
情
は
先
に
挙

げ
た
左
注
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
そ
の
長
歌
を
見
る
と

 
 
た
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ

 
欄
 
榜
つ
の
の
 
新
羅
の
国
ゆ
 
人
言
を
よ
し
と
聞
か
し
て
 
問
ひ
放
く
る

 
 
う
が
ら
は
ら
か
ら

 
 
親
族
兄
弟
な
き
国
に
渡
り
慎
ま
し
て
大
君
の
敷
き
ま
す
国
に

 
 
う
ち
日
さ
す
 
都
し
み
み
に
 
里
家
は
 
さ
は
に
あ
れ
ど
も
 
い
か
さ
ま

 
 
に
 
思
ひ
け
め
か
も
 
つ
れ
も
な
き
 
佐
保
の
山
辺
に
 
泣
く
子
な
す

 
 
慕
ひ
来
ま
し
て
 
敷
拷
の
 
家
を
も
造
り
 
あ
ら
た
ま
の
 
年
の
緒
長
く

 
 
住
ま
ひ
つ
つ
 
い
ま
し
し
も
の
を
…
…
我
が
泣
く
涙
 
有
馬
山
 
雲
居
た

 
 
な
び
き
雨
に
降
り
き
や

と
、
新
羅
の
尼
で
さ
え
も
、
大
伴
家
（
時
に
安
麻
呂
が
氏
上
）
を
慕
い
来
る
様

子
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
結
句
及
び
左
注
か
ら
、
母
石
川
命
婦
へ
の
報
告
の
態
を

為
し
て
い
る
が
、
引
用
し
た
歌
句
に
よ
っ
て
も
分
る
よ
う
に
、
大
伴
氏
の
自
己

宣
伝
臭
の
強
い
歌
で
、
大
刀
自
の
代
役
と
し
て
葬
礼
を
取
り
計
ら
っ
た
郎
女
の

気
負
い
の
言
挙
げ
で
あ
る
。

 
京
職
藤
原
麻
呂
と
郎
女
の
関
係
は
凸
く
蹴
～
謝
）
の
麻
呂
の
歌
に
和
し
た
「
大

 
 
 
 
こ
た

伴
郎
女
が
和
ふ
る
歌
四
首
」
（
2
～
n
！
口
）
と
そ
の
左
注

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
つ

 
 
右
、
郎
女
は
、
佐
保
大
納
言
卿
の
女
そ
。
初
め
一
品
穂
積
皇
子
に
嫁
ぎ
、

う
つ
く
し
び
 
 
 
 
 
た
ぐ
ひ
 
 
 
 
 
 
こ
う

 
寵
を
う
く
る
こ
と
鱒
な
し
。
皇
子
亮
ぜ
し
し
後
、
藤
原
麻
呂
大
夫
こ
の
郎
女

 
 
つ
ま
ど

 
を
艘
ふ
。
・

に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
藤
原
不
比
等
の
四
男
で
京
家
の
祖
で
あ
る
麻
呂
は
、
養

老
五
年
六
月
二
十
六
日
に
「
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
麻
呂
ヲ
為
諏
左
右
京
大
夫
⇒
」

（
『
続
日
本
紀
」
）
と
あ
る
よ
う
に
、
二
十
七
才
で
都
を
治
め
る
要
職
に
就
い

た
。
こ
の
八
年
後
の
神
亀
六
年
（
1
1
天
平
元
年
）
六
州
二
＋
日
「
左
京
職
海

亀
・
長
サ
五
寸
三
分
、
闊
サ
四
寸
五
分
サ
ル
ヲ
。
其
背
二
有
文
云
、
天
王
貴
平
知
百

年
，
。
」
 
（
『
三
日
本
紀
」
）
と
あ
り
、
更
に
同
年
八
月
五
日
の
、
神
亀
を
天

平
と
改
元
し
た
時
の
宣
命
（
六
詔
）
の
中
に
も

ア
磁
カ
ミ
襯
メ
．
鶴
．
．
鐘
…
京
職
大
夫
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
篶
負
．
図

 
亀
一
頭
献
止
奏
賜
螂
所
聞
行
…

（6）



と
あ
る
よ
う
に
、
麻
呂
は
行
政
の
手
腕
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
『
懐
風
藻
』

に
四
首
（
現
存
本
）
の
五
言
詩
と
、
一
篇
の
詩
序
を
残
す
文
人
で
略
あ
っ
た
。

 
郎
女
と
麻
呂
の
関
係
が
い
つ
頃
立
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
契
沖
の
『
万
葉
代

匠
記
』
精
南
本
に

 
 
京
職
大
夫
と
か
け
る
に
て
し
り
ぬ
。
此
寄
は
養
老
五
年
以
後
の
寄
な
り

と
素
直
に
左
注
の
官
職
に
注
目
し
た
説
が
最
も
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
す
な
は
ち
、
右
に
引
用
し
た
続
紀
の
記
事
で
も
分
る
よ
う
に
、
京
職
大
夫

と
し
て
権
勢
を
振
っ
て
い
た
時
期
の
恋
愛
で
あ
っ
た
。
麻
呂
の
歌
は
、
相
聞
の
，

歌
と
し
て
も
か
な
り
激
し
い
も
の
で
、
第
三
首
目
の

 
剛
 
む
し
裳
な
ご
や
が
下
に
伏
せ
れ
ど
も
妹
と
し
寝
ね
ば
肌
し
寒
し
も

の
歌
は
、
巻
十
四

 
 
 
き
へ

 
謝
 
伎
倍
人
の
ま
だ
ら
裳
に
綿
さ
は
だ
入
り
な
ま
し
も
の
妹
が
小
床
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
た

な
ど
を
思
わ
せ
る
直
言
な
物
言
い
で
、
そ
れ
に
和
え
た
郎
女
の
四
首
の
歌
の
方

が
、
前
面
で
述
べ
た
よ
う
に
、
起
承
転
結
の
構
成
、
語
戯
を
生
．
か
し
た
点
な

ど
、
余
裕
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
・

 
 
 
こ

 
枷
 
営
む
と
言
ふ
も
来
ぬ
時
あ
る
を
来
じ
と
言
ふ
を
霞
む
と
は
待
た
じ
来
じ

 
 
と
言
ふ
も
の
を

の
「
来
」
を
繰
り
返
す
技
法

'
謝
 
千
鳥
鳴
く
佐
保
の
三
門
の
瀬
を
広
み
打
橋
渡
す
汝
が
来
と
思
へ
ば

の
結
句
に
「
長
く
」
を
懸
け
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
麻
呂
と
ほ
ぼ
同
年
令
の
郎

女
に
し
て
始
め
て
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
逸
る
麻
呂
を
巧
み
に
受
け
止
め
て
い

る
女
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
異
母
兄
旅
人
が
、
大
宰
府
か
ら
藤
原
房
前
（
不
比
周
の
第
二
子

で
北
俵
の
祖
、
時
に
正
三
位
で
参
議
）
へ
、
夢
に
見
た
話
に
事
寄
せ
て
「
梧
桐

大
伴
坂
上
郎
女
論
中

 
や
ま
と
ご
と

の
日
本
琴
」
を
送
っ
た
事
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
子
細
は
巻
五
の
書

簡
と
歌
（
0
1
8
8
）
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
年
こ
そ
十
六
程
若
い

が
、
朝
廷
に
お
い
て
政
治
に
参
画
し
、
中
衛
府
大
将
で
あ
っ
た
房
前
に
澱
み
を

通
じ
よ
う
と
す
る
旅
人
の
必
死
の
策
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
効
を
奏
し
た
の
か
ど

う
か
は
分
ら
な
い
が
、
そ
の
翌
年
・
天
平
二
年
に
旅
人
は
都
へ
帰
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
あ
っ
た
。
実
は
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
私
は
次
の
よ
う
な
仮
説
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
は
、
郎
女
が
麻
呂
と
別
れ
て
（
距

離
的
に
）
大
宰
府
へ
下
る
前
か
ら
、
麻
呂
と
の
問
で
計
画
が
為
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
当
時
、
郎
女
を
悩
ま
せ
た
事
は
、

 
1
 
氏
上
で
あ
る
旅
人
が
、
た
と
え
顕
官
と
は
言
え
、
大
宰
帥
と
し
て
老
令

 
 
の
身
で
実
際
に
任
地
へ
赴
い
て
い
る
。

 
2
 
高
市
皇
子
の
子
で
、
最
後
の
皇
親
政
治
家
と
言
わ
れ
る
長
屋
王
が
神
亀

 
 
六
年
二
月
十
日
「
学
二
左
道
一
曲
レ
傾
国
家
」
と
言
う
密
告
で
捕
え
ら
れ
死

 
 
を
賜
わ
っ
た
。
王
は
文
人
と
し
て
佐
保
の
邸
宅
に
詩
人
・
歌
人
を
集
め
、

 
 
藤
原
氏
に
対
峙
す
る
氏
族
の
旗
頭
で
あ
っ
た
。

 
3
 
旅
人
の
妻
が
、
神
亀
五
年
大
宰
府
で
没
し
（
…
…
の
左
注
）
、
旅
人
自
身

 
 
天
平
二
年
夏
六
月
に
は
、
遣
言
を
述
べ
た
い
と
思
う
く
ら
い
の
重
体
に
落

 
 
入
っ
た
。
 
（
町
の
左
注
）

 
4
 
不
比
等
の
第
三
発
光
明
子
が
、
天
平
元
年
八
月
、
臣
下
と
し
て
初
め
て

 
 
皇
后
に
立
ち
、
藤
原
氏
は
聖
武
朝
に
お
い
て
万
全
の
体
制
を
整
え
た
。

等
々
で
、
い
ず
れ
も
大
伴
家
の
衰
退
を
も
た
ら
す
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ

の
事
態
を
打
開
す
る
為
に
、
急
遽
大
宰
府
へ
下
っ
た
郎
女
は
、
当
時
麻
呂
と
の

間
も
繋
っ
て
い
て
、
そ
の
誼
で
旅
人
は
房
前
に
「
倭
琴
」
を
贈
る
事
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
名
門
大
伴

（7）



氏
の
頭
領
が
、
新
興
の
藤
原
氏
に
帰
京
の
早
か
ら
ん
事
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
天
平
二
年
夏
の
病
が
一
応
癒
え
た
と
は
言
え
、
老
令
病
身
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
）
苦
し
さ
が
、
 
「
讃
酒
歌
十
三
首
」
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

 
 
し
る
し

 
蹴
 
験
な
き
も
の
を
思
は
ず
は
一
杯
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し

 
 
さ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゑ

 
謝
 
賢
し
み
と
物
言
ふ
よ
り
は
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
し
ま
さ
り
た
る
ら

 
 
し

 
蹴
 
こ
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
忌
む
世
に
は
虫
に
も
鳥
に
も
我
れ
は
な
り

 
 
な
む

の
よ
う
な
、
激
し
い
悲
痛
な
叫
び
の
歌
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
麻
呂
と
郎
女
の
贈
答
歌
か
ら
こ
こ
ま
で
考
え
る
の
は
、
危
険
な
気
も
す
る

が
、
郎
女
の
歌
全
体
か
ら
考
え
て
、
ま
た
左
注
の
内
容
、
当
時
の
大
伴
氏
を
と

り
ま
く
状
況
、
歌
の
効
用
な
ど
か
ら
右
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

 
大
宰
の
大
監
大
伴
百
代
の
恋
の
歌
四
（
「
0
～
6
）
の
直
後
に
、
郎
女
の
歌
二

首
が
あ
る
。

 
瑚
 
黒
髪
に
白
髪
交
り
老
ゆ
る
ま
で
か
か
る
恋
に
は
い
ま
だ
逢
は
な
く
に

 
鵬
 
山
菅
の
実
な
ら
ぬ
こ
と
を
我
れ
に
寄
せ
言
は
れ
し
君
は
誰
れ
と
か
寝
ら

 
 
む

こ
の
二
首
は
百
代
の
第
一
首
と
第
四
首

 
鵬
 
事
も
な
く
生
き
来
し
も
の
を
老
い
な
み
に
か
か
る
恋
に
も
締
れ
は
逢
へ

 
 
る
か
も

 
糊
 
暇
な
く
人
の
眉
根
を
い
た
づ
ら
に
掻
か
し
め
つ
つ
も
逢
は
ぬ
妹
か
も

を
受
け
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
人
を
恋
愛
関
係
に
あ
る
と
見
る
よ
り

も
、
 
『
萬
葉
集
私
注
』
土
屋
文
明
が
説
く
よ
う
に

 
 
按
ふ
に
百
代
が
通
行
の
民
謡
に
若
干
自
分
の
創
意
を
加
へ
て
宴
な
ど
で
調

 
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
観
方
が
当
を
得
て
い
る
と
思
う
。
 
（
但
し
、
百
代
の
作
を
坂
上
郎
女
に

贈
っ
た
と
は
「
私
注
」
は
全
く
考
え
て
い
な
い
。
そ
の
点
は
私
と
考
え
を
異
に

す
る
。
）
帥
旅
人
の
下
で
大
監
を
務
め
た
百
代
は
、
 
「
梅
花
の
宴
」
で
の
歌

（
3
2
8
）
を
旅
人
に
続
い
て
残
し
て
い
る
し
、
先
述
の
旅
人
重
体
の
折
に
は
、
勅

命
で
都
か
ら
見
舞
い
と
遺
言
を
受
け
に
来
た
、
旅
人
の
異
母
弟
稲
公
と
洋
学
麻

呂
を
送
別
す
る
役
を
受
持
っ
て
い
る
。
そ
の
生
没
年
と
も
に
不
明
で
あ
る
が
、

続
紀
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
年
鎧
窓
五
位
下
兵
部
少
輔
以
後
、
美
作
守
、
鎮
西
副

将
軍
、
豊
前
守
を
歴
任
、
天
平
十
九
年
正
五
位
下
に
昇
っ
た
こ
と
が
分
る
。
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き
も
り
の
つ
か
さ
の
す
け

時
大
宰
府
に
、
大
伴
氏
関
係
の
人
と
し
て
は
、
防
 
人
 
司
 
佑
大
伴
四
時

（
9
0
3
3
）
が
い
て
、
帥
旅
人
に
親
し
く
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
。

 
鋤
 
藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君

そ
れ
に
対
し
て
旅
人
は

 
謝
 
我
が
盛
り
ま
た
を
ち
め
や
も
ほ
と
ほ
と
に
奈
良
の
都
を
見
ず
か
な
り
な

 
 
む

と
素
直
に
心
を
打
開
け
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
関
係
が
、
百
代
と
郎
女
の
先
に

挙
げ
た
歌
の
間
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
帥
の
異
母
妹
だ
か
ら
で
は
な
か
ろ

う
が
、
百
代
は
精
一
杯
の
好
意
を
、
恋
の
歌
四
首
（
四
首
歌
の
特
異
性
に
つ
い

て
は
前
貸
で
述
べ
た
）
で
構
成
し
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
歌
の
主
題
提
示
の

第
一
首
か
ら
、
結
び
に
至
る
ま
で
が
型
に
嵌
っ
て
反
っ
て
感
動
が
な
い
の
は
、

右
の
よ
う
な
事
情
で
あ
れ
ば
当
然
で
、
む
し
ろ
挨
拶
の
歌
と
で
も
言
う
べ
き
四

首
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ば
承
知
の
上
で
郎
女
も
二
首
を
返
し
て
い
る
こ

（8）



と
は
、
鵬
と
旗
の
突
然
の
変
化
に
も
よ
く
窺
え
る
の
で
あ
る
。
特
に
剛
は
、
百

代
の
次
の
讐
喩
歌
（
巻
三
）

 
 
 
 
大
宰
大
監
大
伴
宿
昔
百
代
が
梅
の
歌
一
首

 
説
 
ぬ
ば
た
ま
の
そ
の
夜
の
梅
を
た
忘
れ
て
折
ら
ず
来
に
け
り
思
ひ
し
も
の

 
 
を

を
知
っ
て
い
て
の
作
だ
と
思
う
の
で
、
よ
け
い
に
百
代
に
応
え
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
同
族
の
男
女
と
は
言
え
、
郎
女
と
百
代
の
歌
の
や
り
取
り
は
、
歌
の

世
界
が
い
か
に
広
が
っ
て
い
た
の
か
を
示
す
好
個
の
例
で
あ
る
。

 
郎
女
が
大
宰
府
か
ら
帰
京
し
た
後
に
、
活
発
に
作
歌
活
動
を
し
、
そ
の
詠
歌

対
称
が
専
ら
同
族
の
人
々
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
小
野
寺
静
子
氏
に

よ
っ
て
前
に
掲
げ
た
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
、
そ
の
実

態
を
私
な
り
に
丁
寧
に
見
て
い
き
た
い
。
 
「
大
伴
坂
上
家
の
大
恩
、
大
伴
宿
祢

家
持
に
報
へ
贈
る
歌
四
首
」
 
（
8
～
8
5
F
O
）
は
、
十
才
前
後
の
大
嬢
の
作
と
み
る

よ
り
も
、
通
説
の
よ
う
に
郎
女
の
歌
と
見
る
方
が
当
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が

今
は
措
く
と
し
て
、
そ
の
す
ぐ
後
に
あ
る
郎
女
の
歌
（
5
8
5
）
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

 
鵬
 
出
で
て
い
な
む
時
し
は
あ
ら
む
を
こ
と
さ
ら
に
妻
恋
ひ
し
つ
つ
立
ち
て

 
 
い
ぬ
べ
し
や

 
こ
の
「
妻
」
を
作
者
自
身
と
し
た
「
萬
葉
代
匠
記
』
精
撰
本
は

 
 
草
戸
夫
君
ノ
物
へ
行
時
、
イ
タ
ク
別
ヲ
惜
ミ
ツ
・
行
二
依
テ
ヨ
メ
ル
欺

と
し
た
が
、
 
『
萬
葉
集
私
注
」
や
「
萬
葉
集
全
註
糧
』
武
田
祐
吉
、
 
『
萬
葉
集

全
注
』
巻
第
四
木
下
正
俊
な
ど
が
説
く
よ
う
に
、
直
前
の
歌
で
あ
る
、

 
搬
 
春
日
山
朝
立
つ
雲
の
居
ぬ
日
な
く
見
ま
く
の
欲
し
き
君
に
も
あ
る
か
も

大
伴
坂
上
郎
女
論
 
申

に
拠
っ
て
、
郎
女
が
娘
婿
の
家
持
に
対
し
て
歌
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
郎
女
と
家
持
の
歌
に
お
け
る
交
情
は
後
に
ま
と
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
か
づ
き

な
い
が
、
家
持
の
最
初
期
（
年
代
の
分
る
）
の
「
初
冠
の
歌
」
 
（
鰯
）
も
郎
女

の
「
初
月
の
歌
」
 
（
3
9
9
）
に
続
い
て
い
る
し
、
そ
れ
以
前
、
大
宰
府
で
も
家
持

は
郎
女
の
世
話
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
こ
と
さ
ら
に
妻

恋
ひ
し
つ
つ
立
ち
て
去
ぬ
べ
し
や
」
の
強
い
物
言
い
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。

『
萬
葉
集
全
権
」
は
、
妻
を
「
恋
ふ
」
の
が
家
持
で
さ
し
つ
か
え
な
い
事
を
考

証
し
て

 
 
て
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
今
の
歌
の
「
妻
恋
し
つ
つ
立
ち
て
去
ぬ
べ
し

 
や
」
も
見
送
る
大
樹
な
ど
に
未
練
を
覚
え
な
が
ら
帰
っ
て
行
く
べ
き
で
は
な

 
い
で
し
ょ
う
A
と
す
る
通
説
を
誤
り
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
若
い

 
二
人
に
物
分
り
の
良
さ
を
見
せ
よ
う
と
す
る
郎
女
の
思
い
遣
り
を
そ
こ
に
見

 
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
説
い
て
い
る
。
大
筋
で
は
賛
成
な
の
で
あ
る
が
、
 
「
若
い
二
人
に
物
分
り
の

良
さ
を
見
せ
よ
う
」
と
し
た
の
か
ど
う
か
は
少
し
く
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
は

『
萬
葉
集
全
註
釈
」
が
こ
の
歌
に
つ
い
て

 
 
歌
の
配
列
さ
れ
て
み
る
位
置
か
ら
云
へ
ば
、
作
者
自
身
に
関
す
る
妻
恋
で

 
は
無
く
し
て
、
娘
の
婿
に
対
し
て
歌
っ
て
み
る
の
で
あ
ろ
う
。
恋
し
い
が
帰

 
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
言
っ
た
男
を
、
引
留
め
よ
う
と
し
た
母
親
の
心
な

 
の
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
の
が
正
し
い
と
思
う
。
更
に
言
え
ば
、
「
恋
し
い
が
帰
る
」
と

言
っ
て
い
る
家
持
に
そ
う
と
う
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
う

の
は
私
の
為
に
す
る
解
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
以
下
は
下
〕

（9）


