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一 

は
じ
め
に 

 

生
身
の
作
者
が
文
学
研
究
の
対
象
か
ら
外
れ
て
久
し
い
。
「
作
者
は
何
を

感
じ
て
い
た
の
か
」、「
こ
の
表
現
に
託
さ
れ
た
作
者
の
意
図
は
何
か
」
な
ど

と
い
っ
た
、
他
者
（
生
身
の
作
者
）
の
思
考
回
路
を
覗
き
見
る
よ
う
な

―

覗
き
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
幻
想
し
て
し
ま
う
よ
う
な

―
方
法
に
依
拠

し
た
論
は
激
減
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
テ
キ
ス
ト
が
産
出
さ
れ
た

時
代
さ
え
も
相
対
化
し
、
ひ
た
す
ら
に
テ
キ
ス
ト
を
閉
鎖
系
と
し
て
理
解
し

た
上
で
、
そ
の
内
部
へ
と
向
か
う
研
究
方
法
は
、
文
学
研
究
を
痩
せ
細
ら
せ

た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
。 

 

本
稿
は
い
わ
ゆ
る
訓
詁
注
釈
を
問
題
と
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
方
法
論
の

議
論
と
は
お
よ
そ
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
日
本
文
学
が
日
本
語
理
解
者
の
み
を
、
そ
の
テ
キ
ス
ト

享
受
の
対
象
と
す
る
点
に
お
い
て

―
こ
れ
は
言
語
を
用
い
た
芸
術
全
て

に
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
が

―
、
そ
の
言
語
の
持
つ
発
想
形
式
や
表
現
形
式

か
ら
自
由
た
り
得
な
い
し
、
ま
た
、
日
本
文
学
が
ア
ジ
ア
東
端
の
列
島
に
お

い
て
培
わ
れ
て
き
た
言
語
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
の
時

空
間
か
ら
自
由
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
生
身
の
作
者

と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
表
現
の
選
択
主
体
や
表
記
主
体
の
想
定
が
、
訓
詁

注
釈
や
作
品
理
解
に
必
要
な
、
あ
る
い
は
不
要
と
は
い
え
な
い
状
況
が
発
生

す
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
観
点
に
立

っ
て
、
３
・
四
四
三
番
歌
冒
頭
の
訓
詁
注
釈
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
く
。 

 
 
 

二 

歌
の
外
部
状
況 

 

天
平
元
年
、
班
田
史
生
だ
っ
た
丈
部
龍
麻
呂
は
、
激
務
の
あ
ま
り
で
あ
ろ

う
、
自
ら
そ
の
命
を
絶
っ
た
。
龍
麻
呂
の
上
司
に
あ
た
る
大
伴
三
中
は
、
そ

の
死
を
悼
み
、
挽
歌
を
も
の
し
た
。
万
葉
集
巻
三
・
四
四
三
～
四
四
五
番
歌

で
あ
る
。 



 

三
八

天
平
元
年
己
巳
、
摂
津
国
の
班
田
の
史
生
丈
部
龍
麻
呂
自
ら
経
き

て
死
ぬ
る
時
に
、
判
官
大
伴
宿
祢
三
中
が
作
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌 

天
雲
の 
向
伏
す
国
の 

武
士
登 

所
云
人
者 

天
皇
の 

神
の
御
門

に 

外
の
重
に 

立
ち
さ
も
ら
ひ 

内
の
重
に 

仕
へ
奉
り
て 

玉
か

づ
ら 

い
や
遠
長
く 

祖
の
名
も 

継
ぎ
行
く
も
の
と 

母
父
に 

妻

に
子
ど
も
に 

語
ら
ひ
て 

立
ち
に
し
日
よ
り 

た
ら
ち
ね
の 

母
の

命
は 

斎
瓮
を 

前
に
据
ゑ
置
き
て 

片
手
に
は 

木
綿
取
り
持
ち 

片
手
に
は 

和
た
へ
奉
り 

平
け
く 

ま
幸
く
ま
せ
と 

天
地
の 

神

を
乞
ひ
祷
み 

い
か
に
あ
ら
む 

年
月
日
に
か 

つ
つ
じ
花 

に
ほ
へ

る
君
が 

に
ほ
鳥
の 

な
づ
さ
ひ
来
む
と 
立
ち
て
居
て 

待
ち
け
む

人
は 

大
君
の 

命
恐
み 

お
し
照
る 

難
波
の
国
に 

あ
ら
た
ま
の 

年
経
る
ま
で
に 

白
た
へ
の 

衣
も
干
さ
ず 

朝
夕
に 

あ
り
つ
る
君

は 

い
か
さ
ま
に 

思
ひ
い
ま
せ
か 

う
つ
せ
み
の 
惜
し
き
こ
の
世

を 

露
霜
の 

置
き
て
去
に
け
む 

時
に
あ
ら
ず
し
て
（
３
・
四
四
三
） 

反
歌 

昨
日
こ
そ 

君
は
あ
り
し
か 

思
は
ぬ
に 

浜
松
の
上
に 

雲
に
た
な

び
く
（
３
・
四
四
四
） 

い
つ
し
か
と 

待
つ
ら
む
妹
に 

玉
梓
の 

言
だ
に
告
げ
ず 

去
に
し

君
か
も
（
３
・
四
四
五
） 

 

丈
部
龍
麻
呂
は
他
に
見
え
な
い
が
、
丈
部
氏
は
、
佐
伯
有
清
氏
「
丈
部
氏

お
よ
び
丈
部
の
基
礎
的
研
究
」（
『
日
本
古
代
史
論
考
』一
九
八
〇
年
十
一
月
）

が
述
べ
る
よ
う
に
、
東
国
を
中
心
に
分
布
し
た
、
宮
廷
の
警
護
な
ど
に
携
わ

っ
て
い
た
氏
と
思
わ
れ
、
龍
麻
呂
も
東
国
出
身
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高

い
。
ま
た
、
歌
の
上
で
も
両
親
が
「
母
父
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、『
全
歌
講

義
』
が
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
用
例
は
東
歌
や
防
人
歌
に
特
徴
的
な

偏
り
を
見
せ
る
。
少
な
く
と
も
作
品
内
に
お
い
て
は
、
丈
部
龍
麻
呂
は
東
国

出
身
者
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

一
方
、
作
者
で
あ
る
大
伴
三
中
は
、
当
時
、
班
田
使
判
官
で
あ
り
、
龍
麻

呂
の
上
司
で
あ
っ
た
。
三
中
は
天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
遣
新
羅
使
の
副
使

と
し
て
も
万
葉
集
に
名
を
残
し
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
に
は
刑
部
大
判

事
（
従
五
位
下
相
当
）
に
な
っ
て
い
る
。 

 

当
該
歌
は
、
当
時
の
典
型
的
な
官
人
に
よ
る
、
東
国
出
身
者
へ
の
挽
歌
と

い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
そ
し
て
、
本
国
で
息
子
の
帰
り
を
待
つ
母
を
中
心

に
描
写
し
、
時
な
ら
ぬ
死
を
悼
む
長
歌
と
、
思
い
が
け
ぬ
死
を
悲
し
む
反
歌

第
一
首
と
、家
で
待
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
妻
を
歌
う
反
歌
第
二
首
か
ら
成
る
。

長
歌
で
母
を
歌
い
、
反
歌
で
妻
を
歌
う
こ
の
あ
り
よ
う
は
、 

家
郷
の
妻
の
こ
と
を
歌
つ
て
い
る
の
は
、
長
歌
に
漏
ら
し
た
こ
と
を
補

う
意
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
突
然
で
あ
つ
て
、
長
歌
と
の
連
絡
が

な
い
。
内
容
も
平
凡
で
あ
る
。
（
『
増
訂
全
註
釈
』
） 

と
い
う
批
判
も
あ
り
、
当
該
歌
に
対
す
る
評
価
は
総
じ
て
低
い
と
い
わ
ざ
る



 

 

 

三
九

丈
部
龍
麻
呂
挽
歌
の
冒
頭
部
に
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い
て
―
―
訓
釈
を
中
心
に
―
― 

を
得
な
い
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
当
該
歌
に
つ
い
て
の
専
論
は
見
当
た

ら
ず
、
諸
注
に
よ
る
先
行
研
究
に
頼
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
う
し
た
現
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
あ
ら
た
め
て
長
歌
冒
頭
部
の
訓

詁
注
釈
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 
 

 

三 

付
訓
上
の
問
題
点 

 

長
歌
は
、
第
三
～
四
句
「
武
士
登 

所
云
人
者
」
に
大
き
な
訓
の
異
同
を

見
る
。「
武
士
」
の
文
字
列
に
対
す
る
旧
訓
は
「
も
の
の
ふ
」
で
あ
っ
た
が
、

『
古
義
』
が
、 

武
士
登
は
、マ
ス
ラ
ヲ
ト
と
訓
べ
し
、（
モ
ノ
ゝ
フ
と
よ
め
る
は
い
か
ゞ

な
り
、
）
集
中
に
、
健
男
と
も
書
た
る
と
、
同
義
な
り
、 

と
、「
ま
す
ら
を
」
の
訓
を
提
示
し
、
以
降
、「
も
の
の
ふ
」
と
「
ま
す
ら
を
」

と
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
、「
所
云
」
の
訓
に
つ
い
て
も
「
い
は
れ
（
え
）

し
」
と
「
い
は
る
（
ゆ
）
る
」（
注
一
）

の
対
立
を
み
る
。
参
考
ま
で
に
古
義
以

降
の
主
な
注
釈
類
の
付
訓
状
況
を
記
し
お
く
。 

も
の
の
ふ
と 

い
は
る
る
ひ
と
は 

増
訂
全
註
釈
、
大
系
、
全
集
、
新
編
全
集
、
和
歌
大
系
、
塙
、
新

大
系
、
和
泉 

も
の
の
ふ
と 

い
は
れ
し
ひ
と
は 

野
雁
新
考
、
講
義
、
全
釈
、
総
釈
、
窪
田
評
釈
、
私
注
、
お
う
ふ
う 

ま
す
ら
を
と 

い
は
る
る
ひ
と
は 

全
訳
注
、
集
成
、
釈
注
、
全
歌
講
義
、
全
解 

ま
す
ら
を
と 

い
は
れ
し
ひ
と
は 

古
義
、
註
疏
、
井
上
新
考
、
金
子
評
釈
、
古
典
全
書
、
佐
々
木
評

釈
、
注
釈
、
全
注 

 

訓
に
つ
い
て
の
問
題
点
は
次
の
二
点
に
絞
ら
れ
る
。 

（
１
）「
武
士
」
を
「
も
の
の
ふ
」
と
訓
む
か
、「
ま
す
ら
を
」
と
訓
む

か
。 

（
２
）「
所
云
」
を
「
い
は
る
る
」
と
訓
む
か
、
過
去
の
「
き
」
を
補
読

し
て
「
い
は
れ
し
」
と
訓
む
か
。 

 

以
下
、
順
に
見
て
行
く
。 

 
 
 

四 

武 

士 

 

「
武
士
」の
文
字
列
に
対
す
る
訓
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
ま
す
ら
を
」、

「
も
の
の
ふ
」
に
限
ら
れ
る
。『
古
義
』
以
降
の
注
釈
に
お
い
て
、
こ
の
点
を

詳
述
し
た
も
の
に
『
注
釈
』
が
あ
る
。『
注
釈
』
は
、「
も
の
の
ふ
」
が
文
武

百
官
の
意
で
あ
り
、「
ま
す
ら
を
」が
立
派
な
男
子
の
意
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
、 

ま
す
ら
を
の 

さ
つ
矢
た
ば
さ
み 

立
ち
向
か
ひ 

射
る
的
形
は 

見

る
に
さ
や
け
し
（
１
・
六
一
） 



 

四
〇

ま
す
ら
を
の 

弓
末
振
り
起
こ
し 

射
つ
る
矢
を 

後
見
む
人
は 

語

り
継
ぐ
が
ね
（
３
・
三
六
四
） 

～
ま
す
ら
を
の 

心
振
り
起
こ
し 

剣
大
刀 

腰
に
取
り
佩
き 

梓
弓 

靫
取
り
負
ひ
て
～
（
３
・
四
七
八
） 

な
ど
を
引
用
し
た
上
で
、 

「
ま
す
ら
を
」
と
は
弓
矢
を
取
り
、
靹
を
つ
け
、
劔
大
刀
を
身
に
帯
び
、

雄
々
し
く
勇
ま
し
く
、
剛
毅
に
、
岩
を
も
わ
け
て
行
き
す
ゝ
む
べ
き
大

丈
夫
の
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
更
に
「
猛
男
」
と
い
ふ
言
葉
を
添
へ

て
「
ま
す
ら
た
け
を
」(

十
九
・
四
二
六
二
、
廿
・
四
四
六
五)

と
も
云

は
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
「
も
の
の
ふ
」
の
方
は
武
官
も
含
ま
れ

て
ゐ
る
が
、
本
來
朝
廷
に
仕
へ
る
部
族
の
總
稱
で
あ
つ
て
、
こ
の
言
葉

そ
の
も
の
に
は
武
士
と
か
武
人
と
か
い
ふ
意
味
は
な
い
。 

と
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
も
の
の
ふ
」
が
枕
詞
に
多
用
さ
れ
て
い
る
点

を
述
べ
、 

秋
野
に
は 

今
こ
そ
行
か
め 

も
の
の
ふ
の 

男
女
の 

花
に
ほ
ひ
見

に
（
20
・
四
三
一
七
） 

を
取
り
上
げ
て
「
も
の
の
ふ
」
が
官
女
に
も
使
わ
れ
て
い
る
点
に
触
れ
、 

ま
す
ら
を
の 

鞆
の
音
す
な
り 

も
の
の
ふ
の 

大
臣 

楯
立
つ
ら
し

も
（
１
・
七
六
） 

の
「
ま
す
ら
を
」
と
「
も
の
の
ふ
」
と
の
位
置
を
転
換
で
き
な
い
こ
と
を
主

張
し
て
、「
ま
す
ら
を
」
の
訓
を
主
張
し
た
。
明
解
な
論
理
構
成
に
よ
る
帰
結

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、『
注
釈
』
以
降
の
『
全
集
』、『
新

編
全
集
』、『
和
歌
大
系
』、『
新
大
系
』
と
い
っ
た
諸
注
は
、「
も
の
の
ふ
」
と

付
訓
す
る
。
以
下
、『
注
釈
』
以
降
の
注
釈
書
の
見
解
を
記
し
て
お
く
（「
ま

す
ら
を
」
と
訓
む
も
の
に
つ
い
て
は
「
ま
す
ら
を
」
と
の
み
記
し
た
）
。 

『
全
集
』 

こ
こ
は
原
文
に
「
武
士
」
と
あ
り
、
文
脈
的
に
も
皇
居

の
警
固
の
武
官
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
。 

『
集
成
』 

ま
す
ら
を 

『
全
訳
注
』 

ま
す
ら
を 

『
全
注
』 

ま
す
ら
を 

『
新
編
全
集
』
こ
こ
は
原
文
に
「
武
士
」
と
あ
り
、
竜
麻
呂
の
出
た
丈

部
氏
が
皇
宮
警
固
に
当
っ
て
き
た
家
柄
で
あ
る
こ
と
を

い
う
。 

『
釈
注
』 

ま
す
ら
を 

『
和
歌
大
系
』
原
文
「
武
士
」
を
マ
ス
ラ
ヲ
と
訓
む
説
も
あ
る
が
、
丈

部
が
皇
宮
警
備
に
当
た
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
と
見
ら

れ
、
モ
ノ
ノ
フ
と
訓
む
。 

『
新
大
系
』 

（
も
の
の
ふ
と
訓
む
が
、
関
係
す
る
記
述
無
し
） 

『
全
歌
講
義
』
ま
す
ら
を 

『
全
解
』 

ま
す
ら
を 



 

 

 

四
一

丈
部
龍
麻
呂
挽
歌
の
冒
頭
部
に
つ
い
て
―
―
訓
釈
を
中
心
に
―
― 

 
以
上
の
よ
う
に
、『
注
釈
』
の
見
解
を
直
接
批
判
し
た
も
の
は
な
い
が
、
作

中
の
死
者
を
現
実
世
界
の
龍
麻
呂
に
還
元
し
、
そ
の
龍
麻
呂
の
官
人
と
し
て

の
あ
り
よ
う
を
勘
案
し
て
「
も
の
の
ふ
」
と
訓
じ
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
見

て
取
れ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
部
分
が
龍
麻
呂
の
発
話
部
分
と
考
え
ら
れ
て
い

る
点
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
に
「
玉
か
づ

ら 

い
や
遠
長
く 

祖
の
名
も 

継
ぎ
行
く
も
の
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る

よ
う
に
、
龍
麻
呂
自
身
の
、
東
国
か
ら
上
京
し
天
皇
に
仕
え
る
「
も
の
の
ふ
」

だ
と
い
う
自
負
の
表
れ
と
解
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
一
方
で
、
当
該
歌
の
生
身
の
作
者
で
あ
る
大
伴
三
中
が
、
ど
こ
ま
で
龍
麻

呂
の
立
場
に
な
り
得
た
か
は
不
明
と
い
う
し
か
な
い
。
こ
の
点
は
後
述
す
る

と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
「
武
士
」
の
文
字
列
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
と
す

る
。 

 

上
代
文
献
（
注
二
）

の
「
武
士
」
の
文
字
列
は
、
当
該
例
以
外
に
は
、
『
続
日

本
紀
』
に
二
例
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
（
注
三
）

。 

ま
た
、
詔
し
て
曰
く
、「
文
人
・
武
士
は
国
家
の
重
み
す
る
所
な
り
～
。」

（
養
老
五
年
〈
七
二
一
〉
一
月
二
十
七
日
） 

そ
の
明
経
・
文
章
・
音
博
士
・
明
法
・
算
術
・
医
術
・
陰
陽
・
天
文
・

暦
術
・
貨
殖
・
恪
勤
・
工
巧
・
武
士
、
惣
て
五
十
五
人
に
、
糸
人
ご
と

に
十
絇
を
賜
ふ
。
（
宝
亀
二
年
〈
七
七
一
〉
十
一
月
二
十
四
日
） 

 

二
例
と
も
に
、
武
術
に
優
れ
た
人
の
意
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
武
士
」
の

文
字
列
は
、
武
芸
に
秀
で
た
人
物
の
称
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
。
当
該
歌
の

訓
も
こ
の
点
を
基
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、「
ま
す
ら
を
」
は
、
稲
岡
耕
二
氏
「
軍
王
作
歌
の
論
」（
「
国
語
と

国
文
学
」
五
十
巻
五
号
・
一
九
七
三
年
五
月
／
『
万
葉
集
の
作
品
と
方
法
』

所
収
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
律
令
官
人
と
し
て
の
自
我
意
識
を
表
す
と
と
も

に
、
優
れ
た
男
子
の
意
を
持
ち
、『
注
釈
』
の
詳
論
と
と
も
に
「
武
士
」
の
訓

と
し
て
適
切
で
あ
る
。 

 

一
方
「
も
の
の
ふ
」
は
、
集
中
に
二
十
一
例
存
在
し
、
十
八
例
ま
で
が
「
八

十
」
、
「
磐
瀬
の
社
」
、
「
宇
治
川
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
。
「
八
十
」
、
「
磐

瀬
」
へ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
八
十
」、「
五
十
」
と
い
う
多
数
を
意
味
す
る
数
詞
を

介
在
し
て
連
接
す
る
と
考
え
ら
れ
、
残
る
「
宇
治
川
」
に
か
か
る
枕
詞
の
例

は
、
集
中
に
三
例
見
ら
れ
る
「
も
の
の
ふ
の 

八
十
宇
治
川
」
を
媒
介
と
し

て
成
立
し
た
枕
詞
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
枕
詞
以
外
の
三
例
は
以
下
の
通

り
。 

ま
す
ら
を
の 

鞆
の
音
す
な
り 

も
の
の
ふ
の 

大
臣 

楯
立
つ
ら
し

も
（
１
・
七
六
） 

も
の
の
ふ
の 

臣
の
壮
士
は 

大
君
の 

任
け
の
ま
に
ま
に 

聞
く
と

い
ふ
も
の
そ
（
３
・
三
六
九
） 

秋
野
に
は 

今
こ
そ
行
か
め 

も
の
の
ふ
の 

男
女
の 

花
に
ほ
ひ
見

に
（
20
・
四
三
一
七
） 



 

四
二

 
第
一
例
（
１
・
七
六
）
は
大
臣
た
ち
が
楯
を
立
て
る
様
子
を
歌
っ
た
も
の

で
あ
り
（
注
四
）

、
第
二
例
（
３
・
三
六
九
）（
注
五
）

は
官
人
を
総
体
と
し
て
描
き

出
し
、
第
三
例
（
20
・
四
三
一
七
）
も
多
数
の
官
人
た
ち
の
様
子
を
歌
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
て
く
る
「
も
の
の
ふ
」
は
い
ず
れ
も
多
く
の
官

人
た
ち
を
想
起
さ
せ
る
例
ば
か
り
で
あ
る
。「
も
の
の
ふ
」は
多
数
性
を
前
提

と
し
た
文
武
百
官
の
意
で
あ
る
。 

 

「
ま
す
ら
を
」
に
も
、
先
の
１
・
七
六
番
歌
の
よ
う
に
多
数
性
を
表
し
て

い
る
例
が
あ
る
が
、 

～
ま
す
ら
を
と 

思
へ
る
我
も 

し
き
た
へ
の 

衣
の
袖
は 

通
り
て

濡
れ
ぬ
（
２
・
一
三
一
） 

に
代
表
さ
れ
る
、
交
換
不
能
な
個
を
表
現
し
た
例
を
持
つ
。「
ま
す
ら
を
」
と

「
も
の
の
ふ
」
の
相
違
は
意
味
の
違
い
に
留
ま
ら
ず
、「
も
の
の
ふ
」
が
単
数

性
を
持
ち
得
な
い
点
に
も
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
や
は
り
「
ま
す
ら
を
」
の
優
位
性
は
動
か
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
次
の
「
所
云
」
の
訓
と
、
当
該
歌
の
冒
頭
部
の

理
解
と
に
深
く
関
係
す
る
た
め
、
今
は
結
論
を
急
が
ず
、「
所
云
」
に
つ
い
て

論
を
進
め
た
い
。 

 
 

 

五 

所 

云 

 

先
に
示
し
た
と
お
り
、
当
該
部
分
の
訓
は
「
い
は
る
る
」
と
「
い
は
れ
し
」

と
に
割
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
注
釈
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

わ
ず
か
に
『
全
注
』
が
、 

イ
ハ
レ
シ
か
イ
ハ
ル
ル
か
と
い
う
と
、
自
己
紹
介
で
は
自
己
に
対
す
る
世

評
を
述
べ
る
の
で
、
必
ず
過
去
形
。
そ
れ
で
イ
ハ
レ
シ
と
訓
む
。 

と
す
る
が
、
当
該
部
分
は
、
自
己
紹
介
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
注
の
意
図
は

不
分
明
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
、
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

集
中
に
「
所
云
」
の
文
字
列
は
、
四
例
あ
る
が
、
う
ち
二
例
は
「

妻

所

云

つ
ま
が
り
と
い
は
ば

」

（
11
・
二
三
六
一
）、「

妹

所

云

い
も
が
り
と
い
は
ば

」（
11
・
二
四
三
五
）
の
用
例
で
あ
り
、

参
考
に
な
ら
な
い
。
残
る
二
例
は
、
次
の
通
り
。 

我
が
故
に 

所
云

い
は
れ
し

妹
い
も
は 

高
山
の 

峰
の
朝
霧 

過
ぎ
に
け
む
か
も

（
11
・
二
四
四
五
） 

お
ほ
ろ
か
の 

わ
ざ
と
は
思
は
じ 

我
が
故
に 

人
に
言
痛
く 

所い
は

云れ
し

物も
の

乎を

（
11
・
二
五
三
五
） 

 

両
例
と
も
に
助
詞
の
「
き
」
を
訓
み
添
え
て
、「
い
は
れ
し
（
妹
、
も
の
）」

と
付
訓
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
所
云
」
の
類
例
と
思
わ
れ
る
「
所
言
」
は
、 

昔
こ
そ 

難
波
ゐ
な
か
と 

所い
は

言れ

奚け

米め 

今
都
引
き 

都
び
に
け
り

（
３
・
三
一
二
） 

を
み
な
へ
し 

佐
紀
野
に
生
ふ
る 

白
つ
つ
じ 

知
ら
ぬ
こ
と
も
て 

所い

言は
れ

之し

吾わ
が

背せ

（
10
・
一
九
〇
五
） 

～
言
ひ
づ
ら
ひ 

あ
り
な
み
す
れ
ど 

あ
り
な
み
得
ず
ぞ 

所い

言は
れ

西に
し



 

 

 

四
三

丈
部
龍
麻
呂
挽
歌
の
冒
頭
部
に
つ
い
て
―
―
訓
釈
を
中
心
に
―
― 

我あ
が

身み

（
13
・
三
三
〇
〇
） 

の
三
例
を
数
え
、
い
ず
れ
も
「
い
は
る
」
と
訓
ま
れ
る
。「
き
」
の
訓
み
添
え

は
文
脈
に
依
存
す
る
可
能
性
が
高
く
、
当
該
歌
に
つ
い
て
い
え
ば
「
い
は
れ

し
」、「
い
は
る
る
」
は
、
共
に
訓
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ

れ
る

（
注
六
）

。「
所
云
」
に
関
し
て
は
、
文
脈
か
ら
訓
を
決
定
す
る
し
か
あ
る
ま

い
。「
武
士
と 

い
は
れ
し
人
は
」
と
付
訓
す
れ
ば
、
過
去
に
「
武
士
だ
と
い

わ
れ
た
人
は
」
の
意
に
な
る
。
た
し
か
に
、
自
ら
を
「
い
わ
れ
た
人
」
と
規

定
す
る
こ
の
訓
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
一
方
、「
武
士
と 

い
は
る
る
人
は
」

と
訓
め
ば
、「
武
士
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
人
は
」
と
い
う
意
と
な
り
、
出
発
に

際
し
て
、
自
ら
を
鼓
舞
す
る
表
現
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
は
、
あ
ら

た
め
て
解
釈
し
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
と
は
長
歌
冒
頭
部
の
解
釈

に
依
存
す
る
。 

 
 

 

六 

天
雲
の 

向
伏
す
国 

 

長
歌
の
冒
頭
部
「
天
雲
の 

向
伏
す
国
」
は
、 

白
雲
の 

棚
引
く
国
の 

青
雲
の 

向
伏
す
国
の 

天
雲
の 

下
な
る

人
は
～
（
13
・
三
三
二
九
） 

～
皇
神
の
見み

霽は
る

か
し
ま
す
四
方
の
国
は
、
天
の
壁か

き

立
つ
極
み
、
国
の
退そ

き
立
つ
限
り
、
青
雲
の

靄
た
な
び

く
極
み
、
白
雲
の
墮お

り
坐ゐ

向む
か

伏ぶ

す
限
り
～

（
祈
年
祭
） 

～
皇
神
の
見
霽
か
し
ま
す
四
方
の
国
は
、
天
の
壁
立
つ
極
み
、
国
の
退

き
立
つ
限
り
、
青
雲
の
靄
く
極
み
、
白
雲
の
向
伏
す
限
り
～
（
六
月
月

次
） 

な
ど
が
引
か
れ
、 

中
央
か
ら
遠
い
地
方
の
諸
國
を
さ
し
て
い
ふ
。
（
『
全
書
』
） 

都
か
ら
は
る
か
遠
い
所
を
意
味
す
る
慣
用
句
。（
『
集
成
』） 

と
注
さ
れ
る
。
妥
当
な
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
、 

二
句
ま
で
都
か
ら
遠
い
東
国
な
ど
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。（『
和

歌
大
系
』
） 

と
い
う
注
も
、
後
に
両
親
を
「
母
父
」
と
表
現
す
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
ま

ち
が
っ
た
解
釈
と
は
思
え
な
い
。
と
す
る
と
、
当
該
歌
の
冒
頭
は
、
東
国
を

都
か
ら
見
て
遙
か
遠
く
に
存
在
す
る
国
と
し
て
遇
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
先
述
の
通
り
、
当
該
歌
は
こ
の
冒
頭
か
ら
第
十
四
句
（「
祖
の

名
も 

継
ぎ
行
く
も
の
と
」
）
ま
で
が
、 

冒
頭
か
ら
こ
こ
ま
で
、
竜
麻
呂
が
門
出
に
際
し
て
家
族
に
残
し
た
言
葉
。

か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
自
己
の
責
任
を
一
般
的
に
述
べ
る
。（『
新

編
全
集
』） 

こ
こ
ま
で
門
出
に
あ
た
り
家
族
に
残
し
た
竜
麻
呂
の
言
葉
。（
『
和
歌
大

系
』） 

と
さ
れ
、
悼
ま
れ
る
死
者
の
発
話
か
ら
歌
い
起
こ
さ
れ
る
と
す
る
の
が
通
説



 

四
四

で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
己
の
出
身
地
を
「
天
雲
の 

向
伏
す
国
」
と
表
現
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
先
に
見
た
用
例
は
、
い
ず
れ
も
都
を
中
心
と
し
て
東
国
を
そ
の
中
心

か
ら
遠
く
離
れ
た
僻
地
と
し
て
捉
え
る
発
想
を
前
提
と
し
て
い
る
。
勿
論
、

東
国
出
身
者
が
時
と
し
て
そ
う
し
た
発
想
に
基
づ
い
た
発
話
を
し
な
い
と
は

い
え
な
い
が
、
こ
こ
は
、
出
発
時
に
あ
た
っ
て
、「
母
父
に 

妻
に
子
ど
も
」

に
対
し
て
自
己
の
矜
恃
を
述
べ
る
、
い
わ
ば
決
意
表
明
の
場
面
で
あ
る
。
到

底
本
人
の
発
話
と
は
思
え
な
い
。 

 

一
方
、
生
身
の
作
者
を
考
慮
の
枠
内
に
い
れ
た
場
合
、
都
人
が
東
国
を
「
天

雲
の 

向
伏
す
国
」
と
表
現
し
て
し
ま
う
の
は
、
中
原
意
識
の
現
れ
と
す
ら

い
え
な
い
ほ
ど
当
然
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
極
端

に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、”A long time ago, in a galaxy far far away”

の
お
話
し
で
あ
る
『Star Wars

』
の
主
人
公
た
ち
が
英
語
を
使
っ
て
い
る
こ

と
に
違
和
感
を
覚
え
な
い
こ
と
と
質
的
に
等
価
で
あ
ろ
う
。 

 

つ
ま
り
、「
天
雲
の 

向
伏
す
国
」を
出
発
時
の
発
話
内
容
と
理
解
し
よ
う

と
す
る
説
は
、
こ
う
し
た
機
制
を
無
前
提
に
受
け
容
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
機
制
を
受
け
容
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
で
あ

れ
ば
、「
武
士
」
の
文
字
列
を
、
そ
の
意
味
だ
け
か
ら
「
ま
す
ら
を
」
と
訓
む

説
と
、
丈
部
氏
の
職
掌
を
考
え
、
龍
麻
呂
が
史
生
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て

「
も
の
の
ふ
」
と
訓
む
説
と
の
間
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
方
法
論
的
差
異
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、「
ま
す
ら
を
」
と
訓
も
う
と
す
る
説
の
方
法
論
的

不
徹
底
が
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
、
発
話
か
ら
歌
い
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
通
説
に
唯
一
異
を
唱
え
て
い

る
注
釈
書
は
、
『
注
釈
』
で
あ
る(

注
七
）

。
『
注
釈
』
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、 

上
の
「
す
め
ろ
ぎ
の
」
以
下
こ
の
句
ま
で
が
龍
麻
呂
が
両
親
や
妻
子
に
語

つ
た
言
葉
で
あ
る
。 

と
し
か
記
述
し
て
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
冒
頭
の
「
天
雲
の 

向
伏
す
国
の 

武
士
登 

所
云
人
者
」
を
話
者
の
表
現
（
い
わ
ゆ
る
地
の
文
）
と
し
て
理
解

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
「
所
云

人
は
『
～
祖
の
名
も 

継
ぎ
行
く
も
の
』
と 

語
ら
ひ
て 

立
ち
に
し
日
よ

り
」
と
「
人
」
に
下
接
す
る
係
助
詞
「
は
」
を
受
け
る
部
分
が
、「
た
ら
ち
ね

の 

母
の
命
は
」
の
修
飾
部
と
な
り
、
文
脈
が
破
綻
し
て
し
ま
う
た
め
、
こ

れ
ま
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て

だ
け
い
え
ば
、
冒
頭
か
ら
発
話
部
分
と
す
れ
ば
、
文
脈
上
の
破
綻
は
回
避
で

き
る
。 

 

し
か
し
、
一
方
、
当
該
歌
は
、 

所
云
人
は
～
立
ち
に
し
日
よ
り
～
母
の
命
は
～
待
ち
け
む
人
は
～
あ
り

つ
る
君
は
～ 

と
、
係
助
詞
「
は
」
が
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
連
続
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
そ

も
そ
も
が
文
法
的
に
破
綻
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
も
、



 

 

 

四
五

丈
部
龍
麻
呂
挽
歌
の
冒
頭
部
に
つ
い
て
―
―
訓
釈
を
中
心
に
―
― 

こ
れ
は
文
法
的
破
綻
と
い
う
よ
り
も
、
当
該
歌
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
捉
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
法
的
破
綻
を
避
け
る
た
め
に

初
四
句
を
死
者
の
発
話
と
す
る
こ
と
は
説
得
的
と
は
い
え
な
い
。 

 

ま
た
、
冒
頭
を
死
者
の
発
話
と
捉
え
る
と
「
所
云
人
」
を
「
い
は
る
る
人
」、

「
い
は
れ
し
人
」
の
ど
ち
ら
で
訓
ん
だ
と
し
て
も
、
自
ら
を
再
帰
的
に
「
人
」

と
定
義
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
一
人
称
を
示
す
「
人
」
の
用
例
は
、

集
中
の
「
人
」
六
八
九
例
中
、
次
に
掲
げ
る
三
種
（
注
八
）

十
一
例
し
か
な
い
。 

 

ま
ず
、「
人
」
と
「
我
」
と
が
共
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
規
定
す

る
用
例
が
八
例
。
こ
れ
ら
は
、「
古
へ
」、「
う
つ
せ
み
」、「
世
」、
あ
る
い
は

表
現
は
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
「
立
派
な
人
」
な
ど
と
一
定
の
限
定
を
持
つ

「
人
」
と
「
我
」
と
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
人
」
と
「
我
」

と
を
同
化
し
た
り
異
化
し
た
り
す
る
表
現
で
あ
る
。 

古
へ
の 

人
に
我
あ
れ
や 

楽
浪
の 

古
き
京
を 
見
れ
ば
悲
し
き

（
１
・
三
二
） 

う
つ
そ
み
の 

人
な
る
我
や 

明
日
よ
り
は 

二
上
山
を 

弟
と
我
が

見
む
（
２
・
一
六
五
） 

～
我
を
お
き
て 

人
は
あ
ら
じ
と 

誇
ろ
へ
ど 

寒
く
し
あ
れ
ば
～

（
５
・
八
九
二
） 

～
う
つ
せ
み
の 

人
な
る
我
や 

な
に
す
と
か 

一
日
一
夜
も 

離
り

居
て 

嘆
き
恋
ふ
ら
む
～
（
８
・
一
六
二
九
） 

巻
向
の 

山
辺
と
よ
み
て 

行
く
水
の 

水
沫
の
ご
と
し 

世
の
人
我

は
（
７
・
一
二
六
九
） 

年
の
は
に 

梅
は
咲
け
ど
も 

う
つ
せ
み
の 

世
の
人
我
し 

春
な
か

り
け
り
（
10
・
一
八
五
七
） 

～
我
を
お
き
て 

ま
た
人
は
あ
ら
じ
と 

い
や
立
て 

思
ひ
し
増
さ
る

～
（
18
・
四
〇
九
四
） 

～
う
つ
せ
み
の 

世
の
人
我
も 

こ
こ
を
し
も 

あ
や
に
奇
し
み
～

（
18
・
四
一
二
五
） 

 

こ
れ
ら
の
用
例
は
、「
我
」
と
い
う
一
人
称
表
現
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
人
」
が
結
果
的
に
再
帰
的
な
一
人
称
を
意
味
し
て
い
る
例
と
い
え
よ
う
。

次
は
、
問
答
や
贈
答
に
お
い
て
、
前
歌
と
の
関
係
で
再
帰
的
に
「
人
」
が
一

人
称
を
示
す
用
例
で
あ
る
。 

梓
弓 

引
か
ば
ま
に
ま
に 

寄
ら
め
ど
も 

後
の
心
を 

知
り
か
て
ぬ

か
も
郎
女
（
９
・
九
八
） 

梓
弓 

弦
緒
取
り
は
け 

引
く
人
は 

後
の
心
を 

知
る
人
そ
引
く
禅
師

（
２
・
九
九
） 

丹
比
真
人
歌
一
首 

難
波
潟 

潮
干
に
出
で
て 

玉
藻
刈
る 

海
人
娘
子
ど
も 

汝
が
名
告

ら
さ
ね
（
９
・
一
七
二
六
） 

和
歌
一
首 



 

四
六

あ
さ
り
す
る 

人
と
を
見
ま
せ 

草
枕 

旅
行
く
人
に 

我
が
名
は
告

ら
じ
（
９
・
一
七
二
七
） 

 

こ
れ
ら
は
、
前
歌
に
よ
る
二
人
称
の
規
定
（
梓
弓
を
引
く
人
や
、
海
人
娘

子
）
が
存
在
す
る
た
め
、
結
果
的
に
「
人
」
が
そ
の
歌
の
話
者
（
一
人
称
）

を
指
し
示
し
て
い
る
と
判
明
す
る
例
で
あ
る
。
残
る
例
は
、 

藤
波
を 

仮
廬
に
造
り 

浦
回
す
る 

人
と
は
知
ら
に 

海
人
と
か
見

ら
む
（
19
・
四
二
〇
二
） 

で
あ
る
。
こ
の
用
例
は
、
歌
表
現
か
ら
だ
け
は
明
瞭
に
な
ら
な
い
が
、「
布
勢

水
海
」
に
遊
覧
し
た
時
の
歌
群
中
の
一
首
で
あ
り
、
こ
の
「
人
」
は
、
遊
覧

に
同
道
し
た
一
行
の
人
々
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
該
歌
に
近
い
用
例
は
、
第
一
類
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
が
、「
人
」
の
内
実
を
再
帰
的
に
反
映
さ
せ
る
「
我
」
が
存
在
し

て
お
ら
ず
、
同
類
と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
結
局
、
も
し
も
当
該
歌
の

「
人
」
を
死
者
・
丈
部
龍
麻
呂
の
自
己
規
定
と
理
解
す
る
と
な
る
と
、
集
中

の
唯
一
の
歌
い
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
ら
に
、
発
話
表
現
か
ら
始
ま
る
長
歌
を
集
中
に
拾
う
と
次
の
十
四
首
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

○
「
～
と
い
ふ
」
型 

『
み
吉
野
の 

耳
我
の
山
に 

時
じ
く
そ 

雪
は
降
る
』
と
い
ふ 

間

な
く
そ 

雨
は
降
る
と
い
ふ
～
（
１
・
二
六
） 

『
秋
萩
を 

妻
問
ふ
鹿
こ
そ 

一
人
子
に 

子
持
て
り
』
と
い
へ
～

（
９
・
一
七
九
〇
） 

『
み
吉
野
の 

御
金
の
岳
に 

間
な
く
ぞ 

雨
は
降
る
』
と
い
ふ 

時

じ
く
そ 

雪
は
降
る
と
い
ふ
～
（
13
・
三
二
九
三
） 

『
渋
谿
の 

二
上
山
に 

鷲
そ
子
産
む
』
と
い
ふ 

翳
に
も 

君
が
み

た
め
に 

鷲
そ
子
産
む
と
い
ふ
（
16
・
三
八
八
二
） 

『
紀
伊
の
国
の 

浜
に
寄
る
』
と
い
ふ 

鮑
玉 

拾
は
む
と
言
ひ
て 

妹
の
山 

背
の
山
越
え
て 

行
き
し
君 

い
つ
来
ま
さ
む
と
～
（
13
・

三
三
一
八
） 

『
珠
洲
の
海
人
の 

沖
つ
御
神
に 

い
渡
り
て 

潜
き
取
る
』
と
い
ふ 

鮑
玉 

五
百
箇
も
が
も
～
（
18
・
四
一
〇
一
） 

『
海
神
の 

神
の
命
の 

み
く
し
げ
に 

貯
ひ
置
き
て 

斎
く
』
と
ふ 

玉
に
ま
さ
り
て 

思
へ
り
し 

我
が
子
に
は
あ
れ
ど
～
（
19
・
四
二
二
〇
） 

 

○
伝
説
型 

『
鶏
が
鳴
く 

東
の
国
に 

古
に 

あ
り
け
る
こ
と
』
と 

今
ま
で
に 

絶
え
ず
い
ひ
け
る 

勝
鹿
の 

真
間
の
手
児
名
が
～
（
９
・
一
八
〇
七
） 

『
天
地
の 

遠
き
初
め
よ 

世
間
は 

常
な
き
も
の
』
と 

語
り
継
ぎ 

流
ら
へ
来
れ
～
（
19
・
四
一
六
〇
）（
注
九
） 

『
古
に 

あ
り
け
る
わ
ざ
の 

く
す
ば
し
き 

事
』
と
い
ひ
継
ぐ 

千

沼
壮
士 
菟
原
壮
士
の 

う
つ
せ
み
の 

名
を
争
ふ
と
～
（
19
・
四
二



 

 

 

四
七

丈
部
龍
麻
呂
挽
歌
の
冒
頭
部
に
つ
い
て
―
―
訓
釈
を
中
心
に
―
― 

一
一
） 

『
天
皇
の 

遠
き
御
代
に
も 

お
し
照
る 

難
波
の
国
に 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
き
』
と 

今
の
を
に 

絶
え
ず
い
ひ
つ
つ
～
（
20
・
四
三

六
〇
） 

 

○
そ
の
他 

『
な
ゆ
竹
の 

と
を
よ
る
皇
子 

さ
に
つ
ら
ふ 

我
が
大
君
は 

こ
も

り
く
の 

泊
瀬
の
山
に 
神
さ
び
に 

斎
き
い
ま
す
』
と 

玉
梓
の 

人
そ
い
ひ
つ
る
～
（
３
・
四
二
〇
） 

『
三
香
原 

久
邇
の
都
は 

山
高
み 
川
の
瀬
清
み 

住
み
良
し
』
と 

人
は
い
へ
ど
も 

あ
り
良
し
と 

我
は
思
へ
ど
～
（
６
・
一
〇
五
九
） 

 

今
、
便
宜
的
に
「
～
と
い
ふ
」
型
と
伝
説
型
と
に
分
類
し
た
が
、
両
者
と

も
、
そ
の
発
話
主
体
を
特
定
で
き
ず
、
一
般
的
な
言
説
を
発
話
形
式
を
用
い

て
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他
に
分
類
し
た
第
二
例
（
６
・
一

〇
五
九
）
も
、
不
特
定
多
数
の
発
話
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
、「
～
と
い
ふ
」

型
や
伝
説
型
の
範
疇
に
入
る
と
い
っ
て
よ
い
。
残
る
３
・
四
二
〇
番
歌
は
、

た
し
か
に
、「
玉
梓
の 

人
」
の
発
話
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
当
該
歌
に
あ
る

程
度
類
似
し
て
い
る
が
、
そ
の
発
話
の
聞
き
手
は
話
者
で
あ
り
、
歌
の
理
解

は
容
易
で
あ
る
。一
方
、
当
該
歌
を
発
話
表
現
か
ら
始
ま
る
歌
と
考
え
る
と
、

話
者
に
と
っ
て
嘆
き
の
対
象
で
あ
る
死
者
に
よ
る
、
話
者
と
は
つ
な
が
り
の

な
い
人
へ
の
発
話
と
な
り
、こ
れ
を
発
話
と
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
も
、
他
に
解
釈
の
余
地
の
な
い
表
現
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
理
解
も
や

む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
該
歌
は
、
す
で
に
『
注
釈
』
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
「
天
雲
の 

向
伏
す
国
の 

武
士
と 

所
云
人
は
」
を
、

「
天
皇
の
～
」
以
下
の
発
話
主
体
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
先
に

も
引
い
た
、 

白
雲
の 

た
な
び
く
国
の 

青
雲
の 

向
伏
す
国
の 

天
雲
の 

下
な

る
人
は 

我
の
み
か
も 

君
に
恋
ふ
ら
む 

我
の
み
か
も 

君
に
恋
ふ

れ
ば
～
（
13
・
三
三
二
九
） 

の
よ
う
に
「
人
は
」
は
歌
全
体
の
主
題
提
示
の
機
能
を
は
た
し
て
い
る
い
っ

て
よ
い
。 

 

以
上
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
「
武
士
登 

所
云
人
者
」
の

訓
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 
 
 

七 

武
士
登 

所
云
人
者 

 

当
該
歌
の
冒
頭
は
話
者
に
よ
る
死
者
の
定
義
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
幽
明

境
を
異
に
し
て
し
ま
っ
た
死
者
に
対
し
て
「
い
は
る
る
人
は
」
と
表
現
す
る

こ
と
は
あ
り
得
ず
、「
所
云
人
者
」
は
、「
い
は
れ
し
人
は
」
と
付
訓
す
る
よ

り
な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

残
る
「
武
士
」
に
つ
い
て
は
、
話
者
が
死
者
を
「
ま
す
ら
を
」
と
遇
し
て

い
る
か
、「
も
の
の
ふ
」
と
遇
し
て
い
る
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か



 

四
八

し
、
当
該
歌
の
場
合
、「
武
士
と 

い
は
れ
し
人
」と
い
う
表
現
の
話
者
と
「
天

皇
の 
神
の
御
門
に
」
以
下
の
発
話
主
体
と
が
異
な
る
た
め
、
表
現
の
側
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
話
者
と
い
う
概
念
を
利
用
す
る
限
り
、
発
話
内
容
を
管
掌

す
る
主
体
と
地
の
文
の
話
者
と
を
別
個
に
考
え
ざ
る
を
得
ず
、「
武
士
」の
訓

決
定
に
発
話
内
容
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
話
者
は
話
者

で
し
か
な
く
表
記
と
は
相
渉
ら
な
い
た
め
、
訓
が
不
安
定
な
状
態
で
は
話
者

が
話
者
と
し
て
機
能
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、

地
の
文
と
発
話
内
容
と
を
統
合
的
に
管
掌
す
る
操
作
概
念
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
。
作
品
の
文
字
列
を
管
掌
す
る
仮
想
的
な
主
体

―
仮
に
表
記
主
体
と

記
す

―
を
措
定
し
た
い
。
勿
論
、
文
字
列
か
ら
抽
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る

以
上
、
表
記
主
体
を
生
身
の
「
大
伴
三
中
」
に
同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、作
品
全
体
を
管
掌
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
訓
の
決
定
に
際
し
、

有
効
な
概
念
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
表
記
主
体
（
こ
こ
で
は
結
果
的
に
話
者
と
同
期
す
る
こ
と

に
な
る
が
）
は
、
死
者
で
あ
る
丈
部
龍
麻
呂
を
し
て 

天
皇
の 

神
の
御
門
に 

外
の
重
に 

立
ち
さ
も
ら
ひ 

内
の
重
に 

仕
へ
奉
り
て 

玉
か
づ
ら 

い
や
遠
長
く 

祖
の
名
も 

継
ぎ
行
く
も

の 

と
発
話
さ
せ
る
（
注
十
）

。
天
皇
に
仕
え
る
職
掌
が
多
様
に
存
在
す
る
中
に
あ
っ

て
「
御
門
の 

外
の
重
に 

立
ち
さ
も
ら
ひ
」
と
い
う
職
掌
の
範
囲
は
、「
内

の
重
に 

仕
へ
奉
」
る
も
の
に
比
べ
て
極
め
て
狭
い
。「
内
の
重
」
に
関
わ
る

職
掌
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
外
の
重
に 

立
ち
さ
も
ら
ふ
」は

極
め
て
具
体
的
な
職
掌
で
あ
り
、
表
記
主
体
は
、
そ
の
職
掌
を
「
祖
の
名
も 

継
ぎ
行
く
も
の
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
丈
部
」
と
い
う
「
祖

の
名
」
を
背
景
に
「
御
門
の 

外
の
重
に 

立
ち
さ
も
ら
ふ
」
こ
と
が
龍
麻

呂
の
本
懐
で
あ
っ
た
と
い
う
判
断
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
職
掌
の
文
字
化
が

「
武
士
」
で
あ
る
。
そ
し
て
龍
麻
呂
の
本
懐
と
し
て
表
現
さ
れ
た
「
さ
も
ら

ふ
」
は
、
集
中
に
十
一
例
見
え
る
。 

東
の 

多
芸
の
御
門
に 

さ
も
ら
へ
ど 

昨
日
も
今
日
も 

召
す
言
も

な
し
（
２
・
一
八
四
） 

～
大
殿
を 

振
り
放
け
見
つ
つ 

鶉
な
す 

い
這
ひ
も
と
ほ
り 

さ
も

ら
へ
ど 

さ
も
ら
ひ
え
ね
ば
～
（
２
・
一
九
九
） 

い
つ
し
か
も 

こ
の
夜
の
明
け
む
と 

さ
も
ら
ふ
に 

眠
の
寝
か
て
ね

ば
～
（
３
・
三
八
八
） 

風
吹
け
ば 

波
か
立
た
む
と 

さ
も
ら
ひ
に 

都
太
の
細
江
に 

浦
隠

り
居
り
（
６
・
九
四
五
） 

大
御
舟 

泊
て
て
さ
も
ら
ふ 

高
島
の 

三
尾
の
勝
野
の 

渚
し
思
ほ

ゆ
（
７
・
一
一
七
一
） 

大
き
海
を 

さ
も
ら
ふ
水
門 

事
し
あ
ら
ば 

い
づ
へ
ゆ
君
は 

我
を

率
し
の
が
む
（
７
・
一
三
〇
八
） 



 

 

 

四
九

丈
部
龍
麻
呂
挽
歌
の
冒
頭
部
に
つ
い
て
―
―
訓
釈
を
中
心
に
―
― 

天
の
川 

い
と
川
波
は 

立
た
ね
ど
も 

さ
も
ら
ひ
難
し 

近
き
こ
の

瀬
を
（
８
・
一
五
二
四
） 

～
妹
に
逢
ふ 

時
さ
も
ら
ふ
と 

立
ち
待
つ
に 

我
が
衣
手
に 

秋
風

の 

吹
き
反
ら
へ
ば
～
（
10
・
二
〇
九
二
） 

天
皇
の 

神
の
御
門
を 

恐
み
と 

さ
も
ら
ふ
時
に 

逢
へ
る
君
か
も

（
11
・
二
五
〇
八
） 

人
目
多
み 

常
か
く
の
み
し 

さ
も
ら
は
ば 

い
づ
れ
の
時
か 

我
が

恋
ひ
ざ
ら
む
（
11
・
二
六
〇
六
） 

～
朝
な
ぎ
に 

舳
向
け
漕
が
む
と 
さ
も
ら
ふ
と 

我
が
居
る
時
に
～

（
20
・
四
三
九
八
） 

 

６
・
九
四
五
番
歌
に
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
「
さ
も
ら
ふ
」
は
何
か
あ

っ
た
時
に
行
動
で
き
る
よ
う
待
機
す
る
意
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
丈
部
」
の
職

掌
は
さ
ま
ざ
ま
に
い
わ
れ
て
い
る
が
（
前
掲
佐
伯
論
文
な
ど
）、
そ
の
基
本
が

宮
の
警
護
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
さ
も
ら
ふ
」
は
、
そ
の
職
掌
の
本

質
で
あ
っ
た
ろ
う
。
先
に
「
武
士
」
を
「
も
の
の
ふ
」
と
訓
じ
て
い
た
諸
注

が
こ
ぞ
っ
て
「
丈
部
」
の
職
掌
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
の
は
こ
の
限
り
に
お

い
て
正
し
い
。
し
か
し
、「
も
の
の
ふ
」
は
見
て
き
た
よ
う
に
、
文
武
百
官
を

意
味
し
、
職
掌
の
特
定
が
不
可
能
な
ど
こ
ろ
か
、
百
官
と
い
う
多
数
性
を
内

包
し
て
い
た
。「
も
の
の
ふ
」
は
当
該
歌
の
文
脈
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
表
記
主

体
は
東
国
の
「
健
男

ま
す
ら
を

」（
11
・
二
三
七
六
）、「
益ま

す

荒
夫

ら

を

」（
９
・
一
八
〇
〇
）

と
し
て
死
者
を
造
形
し
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
「
益ま

す

荒
夫

ら

を

」（
９
・
一
八
〇

〇
）
は
、
田
辺
福
麻
呂
歌
集
所
出
の
「
足
柄
の
坂
を
過
る
に
、
死
人
を
見
て

作
る
歌
一
首
」
に
あ
っ
て
東
国
か
ら
中
央
に
出
仕
し
、
旅
の
途
中
で
倒
れ
た

男
の
造
形
の
一
部
で
あ
り
、
当
該
歌
と
、
そ
の
作
品
環
境
は
通
底
す
る
。 

 

当
該
部
は
「
天
雲
の 

向
伏
す
国
の 

ま
す
ら
を
と 

い
は
れ
し
ひ
と
は
」

と
訓
み
、「
都
を
遠
く
離
れ
た
国
の
武
士
だ
と
い
わ
れ
た
人
」
と
い
う
龍
麻
呂

の
造
形
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

『
注
釈
』
に
は
、「
い
は
れ
し
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
の
で
、
明
確
な

こ
と
は
い
え
な
い
が
、
本
稿
で
述
べ
た
点
を
抑
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
『
注
釈
』
の
読
み
の
確
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

八 

む
す
び
に
か
え
て 

 

本
稿
は
、『
注
釈
』
説
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
死
者
で
あ
る
丈
部
龍
麻
呂
に
「
天
雲
の
向
伏
す
国
」
と
発
話
さ
せ
る
と

い
う
、
都
人
の
無
自
覚
の
責
を
三
中
に
負
わ
せ
ず
に
済
ん
だ
。
も
っ
と
も
、

こ
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
と
え
地
の
文
で
あ
っ
て
も
、
死
者
の
郷
里
を

そ
う
表
現
す
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
同
じ
責
め
を
負
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し

れ
な
い
。 

 

そ
れ
で
も
、
近
親
者
へ
の
挽
歌
や
行
路
死
人
歌
と
い
っ
た
、
表
現
の
枠
組

み
と
は
全
く
別
の
可
能
性
を
開
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
当
該
歌
は
、
天



 

五
〇

平
の
挽
歌
の
一
側
面
を
担
う
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
長
歌
の
文
法
上
の
構
造
破
綻
に
つ
い
て
い
え
ば
、
当
時
の
宮
廷
歌

人
で
あ
る
笠
金
村
の
手
に
な
る
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
紀
伊
行
幸
歌
も
、 

大
君
の 
行
幸
の
ま
に
ま 

も
の
の
ふ
の 

八
十
伴
の
緒
と 

出
で
て

行
き
し 

う
る
は
し
夫
は 

天
飛
ぶ
や 

軽
の
路
よ
り 

玉
だ
す
き 

畝
傍
を
見
つ
つ 

あ
さ
も
よ
し 

紀
伊
道
に
入
り
立
ち 

真
土
山 

越

ゆ
ら
む
君
は 

も
み
ち
葉
の 

散
り
飛
ぶ
見
つ
つ 

に
き
び
に
し 

我

は
思
は
ず 

草
枕 

旅
を
宜
し
と 

思
ひ
つ
つ 

君
は
あ
る
ら
む
と 

あ
そ
そ
に
は 

か
つ
は
知
れ
ど
も
～
（
４
・
五
四
三
） 

と
、
当
該
歌
と
同
様
に
係
助
詞
「
は
」
に
つ
い
て
破
綻
し
て
い
る
。
あ
る
い

は
こ
う
し
た
文
法
的
破
綻
は
許
容
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
っ
て
も
、
当
該
歌
に
対
す
る
低
い
評
価
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
生
身
の
作
者
を
視
野
に
入
れ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
龍
麻
呂
が
出

立
に
際
し
て
発
し
た
家
族
へ
の
こ
と
ば
は
、
実
際
の
史
生
と
し
て
の
職
掌
と

は
別
に
、「
天
皇
の 

神
の
御
門
に 

外
の
重
に 

立
ち
さ
も
ら
」ふ
と
い
う

丈
部
の
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
龍
麻
呂
の
強
い
意
志
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が

で
き
、
龍
麻
呂
の
「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
の
矜
恃
を
存
分
に
あ
ら
わ
し
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
稿
者
の
心
に
は
、
部
下
を
自
殺
で
失
っ

た
上
司
の
痛
恨
の
感
情
が
生
起
し
た
。
当
該
歌
が
何
ら
か
の
方
法
で
、
故
郷

で
龍
麻
呂
の
帰
り
を
待
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
家
族
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
願
う

ば
か
り
で
あ
る
。 

 

注 一 

「
い
は
ゆ
る
」
と
「
い
は
る
る
」、
お
よ
び
「
い
は
れ
し
」
と
「
い
は
れ
し
」
と

の
間
に
は
弁
別
的
差
異
を
設
け
な
い
。
以
下
、
「
い
は
る
る
」
、
「
い
は
れ
し
」
と

記
す
。 

二 

こ
こ
で
い
う
上
代
文
献
は
、
『
万
葉
集
』
、
『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
、
『
風
土

記
』
、
『
続
日
本
紀
』
、
『
懐
風
藻
』
を
指
す
。 

三 

以
下
、
用
例
に
は
当
該
歌
を
含
め
な
い
。 

四 

『
釈
注
』
は
「
物
部
」
を
「
も
の
の
べ
」
と
訓
じ
、
石
上
朝
臣
麻
呂
を
指
す
と
す

る
が
、
「
も
の
の
ふ
」
の
意
と
は
関
係
し
な
い
。 

五 

『
釈
注
』
は
こ
こ
も
注
四
同
様
に
「
も
の
の
べ
」
と
訓
む
が
、
こ
こ
も
「
も
の
の

ふ
」
の
論
に
影
響
し
な
い
。 

六 

類
例
と
し
て
「
所
謂
」、「
所
曰
」
が
考
え
ら
れ
る
が
、
両
例
と
も
に
、
上
代
文
献

の
歌
表
現
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。 

七 

管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
あ
る
が
、
松
田
浩
氏
「
万
葉
集
巻
三
・
笠
金
村
歌
群
の

主
題
と
編
纂
と
―
主
題
化
さ
れ
た
『
ま
す
ら
を
』
意
識
―
」
（
「
埼
玉
大
学
国
語

教
育
論
叢
」
第
十
号
・
二
〇
〇
七
年
三
月
）
が
『
注
釈
』
と
同
じ
立
場
を
取
る
。 

八 

十
一
例
し
か
な
い
用
例
を
三
種
に
分
類
す
る
こ
と
自
体
、
ほ
と
ん
ど
意
味
は
な
い

が
、
今
は
行
論
の
都
合
上
、
便
宜
的
に
分
類
す
る
こ
と
に
す
る
。 

九 

こ
の
用
例
は
伝
説
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
世
に
知
ら
れ
た
情
報
と
い
う
こ
と

で
、
こ
こ
に
分
類
し
た
。 

十 

本
来
な
ら
ば
、
表
記
主
体
と
い
う
用
語
を
用
い
る
以
上
、
原
文
を
載
せ
る
べ
き
で

は
あ
る
が
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
訳
文
と
し
た
。
以
下
も
同
じ
で
あ
る
。 


