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論
文
要
旨

　

上
代
日
本
語
に
は
、
た
と
え
ば
「
佐
保
河
を
朝
河
（
を
）
渡
り
」「
短
き
物
を

端
（
を
）
切
る
」「
も
む
楡に
れ

を
五い

百は

枝え

（
を
）
剝は

ぎ
垂
れ
」
な
ど
の
よ
う
に
一
つ

の
動
詞
が
二
種
の
目
的
語
を
と
る
構
文
が
あ
る
。
韻
文
だ
け
で
な
く
散
文
に
も
実

例
の
あ
る
構
文
だ
が
、
そ
の
存
在
は
上
代
語
の
研
究
者
に
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
い
。

　

こ
の
構
文
に
属
す
る
実
例
の
中
に
は
、
第
一
の
目
的
語
の
内
容
を
、
第
二
の
目

的
語
が
具
体
的
に
詳
し
く
説
明
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

そ
う
し
た
実
例
で
は
、
第
二
の
目
的
語
の
指
し
示
す
も
の
が
、
第
一
の
目
的
語
が

指
し
示
す
も
の
の
一
部
を
な
す
、
と
い
う
の
が
特
徴
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
種

の
構
文
を
「
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
構
文
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
見
な
し
う
る
の
が
、「
岩
根
踏
む
生
駒
の
山
」

「
ふ
さ
手
折
り
け
る
を
み
な
へ
し
」「
秋
風
の
末
吹
き
靡
く
萩
の
花
」
な
ど
の
構
文

で
あ
る
。
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
を
基
準
に
し
て
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
表
現
で

は
、
第
二
の
目
的
語
に
あ
た
る
「
岩
根
」「
ふ
さ
」「
末
」
が
初
め
に
提
示
さ
れ
て

お
り
、
第
一
の
目
的
語
に
あ
た
る
「
生
駒
の
山
」「
を
み
な
へ
し
」「
萩
の
花
」
が

動
詞
の
連
体
形
と
結
合
し
た
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

　

上
記
の
二
種
の
構
文
に
属
す
る
実
際
の
表
現
に
は
、「
栲た
へ

の
袴は
か
ま

を
、
七な
な

重へ

（
を
）
召を

し
」
と
「
七
重
（
を
）
着か

る
衣こ
ろ
も

」
が
あ
り
、
両
構
文
が
互
い
に
密
接
な

関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
表
現
を
変
形
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
七
重

を
召
す
栲
の
袴
」「
衣
を
、
七
重
着
る
」
と
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
解
釈
の
定
ま
ら
な
い
、
上
代
の
文
献
に
見
え
る

い
く
つ
か
の
表
現
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
発
言
し
う
る
こ
と
が
何
点
か
出
て
く
る
。

た
と
え
ば
、

槻つ
く
ゆ
み弓
の
臥こ

や
る
臥
や
り
も　

梓あ
づ
さ
ゆ
み弓
立
て
り
立
て
り
も　

後
も
取
り
見
る　

思
ひ
妻
あ
は
れ

〔
允
恭
記
〕

と
い
う
歌
謡
の
表
現
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
が
、
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
を
変
形
し
た
と
見
な
し
う
る
「
岩
根
踏
む
生

駒
の
山
」
そ
の
他
の
表
現
と
同
様
に
、
第
一
の
目
的
語
に
あ
た
る
「
思
ひ
妻
」
が

動
詞
「
取
り
見
る
」
の
連
体
形
と
結
合
し
、
第
二
の
目
的
語
に
あ
た
る
対
句
「
槻

弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
梓
弓
立
て
り
立
て
り
も
」
が
初
め
に
提
示
さ
れ
た
も
の
だ
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
を
「
思
ひ
妻
を
、
槻
弓
の
臥
や

る
臥
や
り
（
を
）
も
梓
弓
立
て
り
立
て
り
（
を
）
も
、
後
も
取
り
見
る
」
と
変
形
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し
う
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
槻
弓
の
よ
う
に
横
に
な
っ
て
い
る
の
を
も
、

梓
弓
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
の
を
も
」
と
い
う
意
味
の
こ
の
対
句
は
、「
思
ひ
妻
」

の
様
子
を
細
説
す
る
た
め
の
、
連
用
形
転
成
名
詞
を
用
い
た
目
的
語
と
し
て
の
名

詞
句
だ
、
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
横
に
な
っ
て
い
る
の
を

も
立
っ
て
い
る
の
を
も
（
い
か
な
る
状
態
に
あ
る
の
も
）、（
私
が
）
後
々
ま
で
面

倒
を
見
よ
う
と
思
っ
て
い
る
愛
し
い
妻
よ
、
あ
あ
」
と
い
う
意
味
の
表
現
で
あ
る
。

　

解
釈
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
う
し
た
例
は
、
ま
だ
ま
だ
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
【
上
代
語　

目
的
語　

細
説　

構
文　

連
用
形
転
成
名
詞
】

1

　
『
古
事
記
』
に
見
え
る
次
の
歌
謡
の
表
現
に
つ
い
て
、
文
法
・
構
文
の
面
か

ら
考
え
る
。

　
1　

隠こ
も

り
国く

の　

泊は
つ

瀬せ

の
山
の　

大お
ほ

峰を

に
は　

幡は
た

張
り
立
て　

さ
小を

を峰
に
は

幡
張
り
立
て　

大
峰
に
し　

な
か
さ
だ
め
る　

思
ひ
妻
あ
は
れ　

槻つ
く

弓ゆ
み

の

許こ

夜や

流る

許こ

夜や

理り

母も　

梓あ
づ
さ

弓ゆ
み　

多た

弖て

理り

多た

弖て

理り

母も　

後の
ち

も
取
り
見
る

思

ひ
妻
あ
は
れ 
〔
記
八九〕

　
「
允
恭
記
」
に
よ
れ
ば
、
父
の
允
恭
天
皇
が
崩
御
し
た
後
、
間
も
な
く
即
位

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
木き

梨な
し

之の

軽か
る

太の
み

子こ

は
、
そ
の
同
母
妹
で
あ
る
軽か
る
の
お
ほ大

郎い
ら
つ
め女
（
衣そ
と
ほ
し
の通
郎
女
）
と
関
係
を
結
ん
だ
と
い
う
。
ま
た
、
同
太
子
は
、
同
母

弟
で
あ
る
穴あ
な

穂ほ
の

命み
こ
と（
後
の
安
康
天
皇
）
と
対
立
し
て
道
後
温
泉
に
流
さ
れ
、

結
局
は
そ
こ
で
妹
と
と
も
に
自
害
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
兄
妹
を
め
ぐ
る
こ

の
伝
説
は
、
十
二
首
の
歌
謡
を
次
々
と
話
に
織
り
込
ん
で
い
く
形
式
の
、
兄
妹

相
姦
と
皇
位
継
承
を
主
題
と
す
る
話
に
な
っ
て
い
る
。
右
の
1
の
歌
謡
は
、
兄

妹
が
死
を
迎
え
る
直
前
に
、
兄
が
「
思
ひ
妻
」
つ
ま
り
妹
を
思
っ
て
詠
ん
だ
二

首
の
う
ち
の
第
一
首
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
謡
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
（
思
想
大
系

『
古
事
記
』
の
口
訳
に
よ
る
）。

泊
瀬
の
山
の
大
き
な
峰
に
も
小
さ
な
峰
に
も
そ
れ
ぞ
れ
幡
を
吊
っ
て
立
て

た
よ
う
に
、
大
小
寄
り
添
う
仲
と
決
め
て
い
る
、
い
と
し
い
妻
よ
。
寝
て

い
る
時
も
、
起
き
て
い
る
時
も
、
後
々
ま
で
も
面
倒
を
み
て
や
り
た
い
、

い
と
し
い
妻
よ
。

　

構
成
は
や
や
単
純
で
あ
り
、「
思
ひ
妻
あ
は
れ
」
で
終
止
す
る
二
つ
の
文
で

全
体
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
文
に
つ
い
て
は
、「
幡は
た

張
り
立
て
」

る
こ
と
の
目
的
と
「
な
か
さ
だ
め
る
（
那
加
佐
陀
売
流
）」
の
句
意
と
が
、
ま

だ
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
二
文
に
つ
い
て
は
、
右
に
原
文

の
ま
ま
で
あ
げ
た
「
こ
や
る
こ
や
り
も
」「
た
て
り
た
て
り
も
」
の
語
構
成
と

句
意
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
本
稿
で
考
え
る
の
は
、
そ
の
「
こ
や
る
こ
や
り

も
」「
た
て
り
た
て
り
も
」
と
、
そ
れ
に
続
く
「
後
も
取
り
見
る
思
ひ
妻
あ
は

れ
」
と
の
構
文
的
関
係
お
よ
び
意
味
的
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。

　

第
二
文
の
「
こ
や
る
こ
や
り
も
」「
た
て
り
た
て
り
も
」
と
い
う
二
つ
の
句
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を
、
注
釈
で
は
「
臥こ

や
る
臥
や
り
も
」「
立
て
り
立
て
り
も
」
と
解
釈
し
て
い

る
。『
萬
葉
集
』
に
見
え
る
、

　
2　

何
し
か
も　

吾
が
王
お
ほ
き
み

の　

立た
た
せ
ば者　

玉
藻
の
も
こ
ろ　

臥こ
や
せ
ば者　

川
藻
の

如
く　

靡な
び

か
ひ
の　

宜
し
き
君
が　

朝
宮
を　

忘
れ
賜
ふ
や　

夕
宮
を

背
き
賜
ふ
や
… 

〔
二・
一九六〕

と
い
う
長
歌
の
「
立
た
せ
ば
…
、
臥こ

や
せ
ば
…
」
を
参
考
に
す
れ
ば
、
確
か
に

「
こ
や
る
こ
や
り
も
」
を
「
臥
や
る
臥
や
り
も
」
と
し
、「
た
て
り
た
て
り
も
」

を
「
立
て
り
立
て
り
も
」
と
す
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
う
ち
靡な
び

き
床と
こ

に
臥こ

い
伏
し
（
許
伊
布
之
）」〔
十七・
三九六二〕
の
例
か
ら
、
上
二

段
活
用
動
詞
「
臥こ

ゆ
（
横
た
わ
る
／
横
に
な
る
）」
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
右
の
2
の
歌
や
「
う
ち
靡な
び

き
臥こ

や
し
ぬ
れ
（
許
夜
斯
努
礼
）」〔
五・
七九四〕

の
例
に
含
ま
れ
る
「
臥
や
す
」
は
、
死
者
に
対
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
り
、

「
臥
ゆ
」
の
敬
語
で
あ
る
。
1
の
歌
謡
の
「
臥
や
る
」
と
い
う
語
形
に
は
類
例

が
な
い
が
、「
臥
ゆ
」
の
派
生
形
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
槻つ
く

弓ゆ
み

の
臥
や
る
臥
や
り
も
」
と
「
梓あ
づ
さ

弓ゆ
み

立
て
り
立
て
り
も
」
が
、
二
種
の

弓
を
比
喩
と
し
て
用
い
た
、「
槻
弓
の
よ
う
な
…
」「
梓
弓
の
よ
う
な
…
」
の
意

を
表
す
対
句
で
あ
る
こ
と
に
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
対
句

が
、
さ
き
に
あ
げ
た
口
訳
に
あ
る
よ
う
に
「
寝
て
い
る
時
も
、
起
き
て
い
る
時

も
」
の
意
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
文
脈
か

ら
見
て
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
対
句
が
、
並
列
的
な
関
係
で
直
後
の
「
後

も
取
り
見
る
」
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。

後
も
取
り
見
る
思
ひ
妻
あ
は
れ

槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も

梓
弓
立
て
り
立
て
り
も

　

し
か
し
、
対
句
の
文
法
的
な
機
能
や
、
対
句
と
後
続
す
る
表
現
と
の
構
文
的

関
係
・
意
味
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
対
立
す
る
複
数
の
見
解
が
あ
る
。
本
稿
の

筆
者
も
ま
た
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る）1
（

が
、
そ

の
私
見
に
対
す
る
異
論
が
既
に
出
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
前
稿
を
執

筆
し
た
あ
と
に
調
査
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
新
た
に
判
明
し
た
こ
と

と
を
ふ
ま
え
て
、
前
稿
で
述
べ
た
こ
と
の
適
否
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
異
論

の
当
否
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

2

　
「
臥
や
る
臥
や
り
」「
立
て
り
立
て
り
」
の
ど
ち
ら
も
同
じ
動
詞
を
反
復
し
た

形
式
の
も
の
だ
が
、
両
者
で
は
語
結
合
の
あ
り
か
た
が
異
な
る
。「
臥
や
る
臥

や
り
」
は
、
連
体
形
の
「
臥
や
る
」
と
連
用
形
の
「
臥
や
り
」
と
が
結
合
し
た

形
式
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
立
て
り
立
て
り
も
」
の
場
合
は
、「
臥

ゆ
」
か
ら
「
臥
や
る
」
が
派
生
し
た
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、「
立
つ
」
か
ら

派
生
し
た
四
段
活
用
動
詞
「
立
て
る
」
の
連
用
形
を
そ
の
ま
ま
反
復
し
た
だ
け

の
も
の
だ
、
と
解
す
る
こ
と
も
、「
立
つ
」
と
助
動
詞
「
り
」
の
連
用
形
と
の

380
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結
合
体
を
ま
る
ご
と
反
復
し
た
も
の
だ
、
と
解
す
る
こ
と
も
、
と
も
に
可
能
で

あ
る
。
対
句
の
末
尾
に
あ
る
「
も
」
は
並
立
を
表
す
。

　

こ
の
う
ち
「
臥
や
る
臥
や
り
も
」
の
結
合
が
本
来
の
も
の
だ
と
す
る
考
え
か

ら
は
、
も
と
も
と
「
立
て
る8

立
て
り
も
」
と
あ
っ
た
も
の
が
「
立
て
り
立
て
り

も
」
へ
と
改
変
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
生
ま
れ
る
。
ま
た
、
逆
に

「
立
て
り
立
て
り
も
」
が
本
来
の
も
の
だ
と
す
る
考
え
か
ら
は
、
も
と
も
と
の

「
臥
や
り8

臥
や
り
も
」
が
「
臥
や
る
臥
や
り
も
」
へ
と
改
変
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

と
い
う
推
測
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
1
の
歌
謡
に
用
い
ら
れ
て
い
る

の
は
、
語
結
合
の
異
な
る
「
臥
や
る8

臥
や
り
も
」
と
「
立
て
り8

立
て
り
も
」
で

あ
る
。
ど
ち
ら
か
一
方
の
語
結
合
が
本
来
の
も
の
で
あ
り
、
他
方
の
そ
れ
は
改

変
を
受
け
た
も
の
だ
ろ
う
と
初
め
か
ら
想
定
し
て
も
の
を
言
う
こ
と
は
、
好
ま

し
い
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
に
文
献
に
見
え
る
か
た
ち
に
基
づ
い
て
、
対
句
の

語
構
成
と
意
味
と
を
追
究
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
対
句
の
前
句
で
あ
る
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
。
こ
れ
の
「
臥
や
る
臥
や
り
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
語
結
合
に
な
っ
て
い

る
表
現
は
、『
萬
葉
集
』
の
歌
に
も
あ
る
。

　
3　

大ま
す
ら
を夫

の　

思
ひ
わ
び
つ
つ　

遍た
び
ま
ね多

く　

嘆な
げ

久く

嘆な
げ
き

乎を　

負
は
ぬ
も
の
か

も 

〔
四・
六四六〕

　
4　

率あ
ど
も

ひ
て　

未を

通と

女め

壮を
と
こ士
の　

往ゆ

き
集つ
ど

ひ　

加か

賀が

布ふ

嬥か
が
ひ
に

歌
尓　

他ひ
と
づ
ま妻
に

吾
も
交
じ
ら
む　

吾
が
妻
に　

他ひ
と

も
言こ
と

問と

へ
…　
　
「
嬥
歌
」
は
東
の
俗
語

に
「
賀か

我が

比ひ

」
と
曰い

ふ
。 

〔
九・
一七五九〕

　

こ
れ
ら
の
歌
の
「
嘆
く
嘆
き
」「
嬥か

歌が

ふ
嬥か
が
ひ歌

」
が
、「
臥
や
る
臥
や
り
」
に

相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
当
す
る
部
分
だ
け
を
見
た
の
で
は
、
こ

れ
ら
の
表
現
の
機
能
・
意
味
を
理
解
す
る
の
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
1
の
歌
謡

で
は
、
比
喩
で
あ
る
「
槻
弓
の
」
が
修
飾
成
分
と
し
て
「
臥
や
る
臥
や
り
」
に

か
か
り
、「
槻
弓
が
横
に
置
か
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
寝
る
こ
と
」

の
意
を
表
す
。
単
に
同
じ
動
詞
を
反
復
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
修
飾
す
る

成
分
を
直
前
に
置
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
を
用
い
る
際
に
不
可
欠

で
あ
る
。

　
3
の
歌
で
も
、
同
様
に
「
大ま
す
ら
を夫
の
思
ひ
わ
び
つ
つ
遍た
び
ま
ね多
く
」
が
「
嘆
く
」
に

か
か
り
、「
男
子
（
た
る
私
）
が
思
い
わ
ず
ら
っ
て
何
度
も
嘆
く
、
そ
の
よ
う

な
（
深
い
）
嘆
き
」
の
意
を
表
す
。
相
手
の
女
性
に
も
自
分
と
同
等
の
つ
ら
い

思
い
を
経
験
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
作
者
の
心
情
で
あ
る
。「
吾わ
が
な
げ
く
や
さ
か

嗟
八
尺

之の
な
げ
き嗟
（
私
が
嘆
い
て
衝
く
、
そ
の
よ
う
な
長
い
た
め
息
）」〔
十三・
三二七六〕
と
い

う
類
似
す
る
表
現
も
あ
る
。

　
4
の
長
歌
は
、
題
詞
に
「
筑つ
く

波は

嶺ね

に
登
り
て
嬥か

歌が

会ひ

を
す
る
日
に
作
る
歌
」

だ
と
あ
る
。
こ
の
歌
で
も
、
同
語
を
重
ね
た
「
嬥
歌
ふ
嬥
歌
」
は
、
そ
れ
だ
け

で
意
味
的
に
完
結
し
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。「
率あ
ど
も

ひ
て
…
…
嬥か
が
ひ歌

ふ
」

が
、「
嬥か
が
ひ歌

」
の
状
況
を
詳
し
く
説
明
す
る
修
飾
成
分
に
な
っ
て
い
る
。「
誘
い

あ
い
、
男
女
が
行
き
集
っ
て
嬥
歌
を
す
る
、
そ
の
よ
う
な
嬥
歌
の
場
で
、
人
妻

に
私
も
交
わ
ろ
う
。
私
の
妻
に
、
人
も
声
を
か
け
て
く
れ
」
の
意
で
あ
る
。

　

同
種
の
語
結
合
を
含
む
も
の
に
は
、
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5　

秋
の
田
の　

穂ほ

向む
き

乃の

所よ
れ
る縁　

異か
た
よ
り
に

所
縁　

君
に
寄
り
な
な　

言こ
ち
た痛
く
あ
り

と
も 

〔
二・
一一四〕

　
6　

貴う
ま
ひ
と人
の　

多た

菟つ

屡る

虚こ

等と

太だ

氐て　

設う
さ
ゆ

弦づ
る　

絶
え
ば
継
が
む
に　

並
べ
て

も
が
も 

〔
紀
四六〕

な
ど
の
歌
も
あ
る
。
5
の
歌
の
表
現
で
は
、「
秋
の
田
の
穂
向
き
の
」
が
、
以

下
の
表
現
に
対
す
る
比
喩
的
な
修
飾
成
分
に
な
っ
て
い
る
。「
…
寄
る
」
と

「
寄
り
」
と
の
間
に
は
、
助
動
詞
「
り
」
と
「
片
」
が
割
り
込
ん
で
い
る
が
、

構
文
の
あ
り
か
た
は
「
…
臥
や
る
臥
や
り
」「
…
嘆
く
嘆
き
」「
…
嬥
歌
ふ
嬥

歌
」
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
。
歌
意
は
、「
秋
の
田
の
稲
穂
が
一
方
向
に
な
び
き

寄
っ
て
い
る
、
そ
の
片
寄
り
の
よ
う
に
君
に
寄
り
添
い
た
い
も
の
だ
。
噂
は
ひ

ど
か
ろ
う
と
も
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
6
の
歌
謡
は
「
仁
徳
紀
」
に
見
え
る
も
の
で
、
天
皇
が
皇
后
に
対
し
て
、

「
高
貴
な
人
が
立
て
る
、
そ
の
よ
う
な
誓
い
の
こ
と
ば
と
し
て
、（
弦
が
切
れ
た

時
の
た
め
に
）
予
備
の
弦
を
用
意
す
る
よ
う
に
（
皇
后
と
八や
た
の田

皇ひ
め

女み
こ

の
二
人

を
）
並
べ
て
お
き
た
い
も
の
で
す
」
の
意
で
あ
る
。「
設う
さ
ゆ

弦づ
る

絶
え
ば
継
が
む
」

あ
る
い
は
こ
れ
に
近
い
表
現
を
持
つ
諺
が
、
人
々
の
間
で
流
通
し
て
い
た
の
だ

ろ
う）2
（

。
こ
の
諺
を
導
入
し
て
い
る
「
…
立
つ
る
言こ
と

立だ

て
」
も
、
単
に
同
じ
「
立

つ
」
を
反
復
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
…
立
つ
る
」
が
複
合
語
の
「
言
立
て
」

に
か
か
る
形
式
の
も
の
だ
が
、
以
上
の
諸
例
と
同
種
の
語
結
合
に
な
っ
て
い
る
。

『
萬
葉
集
』
に
も
、「
人
の
祖お
や

の
立た
つ

流る

辞こ
と

立だ
て

（
先
祖
が
立
て
た
、
そ
の
よ
う
な
誓

い
の
こ
と
ば
）」〔
十八・
四〇九八〕、「
世
の
人
の
多た

都つ

流る

許こ

等と

太だ

弖て

（
世
間
の
人
が

言
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
）」〔
十八・
四一〇六〕
な
ど
の
類
例
が
あ
る
。

　
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
」
と
同
種
の
表
現
は
、
ほ
か
に
も
「
吾わ
が
こ
ふ
る
あ
と
な
き
こ
ひ

恋
跡
無
恋

（
私
が
恋
し
て
も
甲
斐
の
な
い
、
そ
の
よ
う
な
恋
）」〔
十一・
二三八五〕、「
否い
な

と
謂い

へ

ど
強し
ふ
る流
志し

斐ひ

能の

我が

強し
ひ
が
た
り語
（
聞
く
の
は
い
や
だ
と
言
っ
て
も
強
い
る
志
斐
媼お
う
な

の
、

そ
の
よ
う
な
強
い
語
り
）」〔
三・
二三六〕、「
流
る
る
水
の
磐い
は

に
触
れ
与よ

杼ど

売め

類る

与よ

杼ど

（
流
れ
る
水
が
岩
に
あ
た
っ
て
淀
ん
で
い
る
、
そ
の
よ
う
な
淀
）」〔
九・

一七一四〕
な
ど
、『
萬
葉
集
』
に
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　

次
の
歌
謡
は
、
6
の
歌
謡
と
同
様
に
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、

や
は
り
こ
の
種
の
表
現
を
含
ん
で
い
る
。

　
7　

や
す
み
し
し　

吾
が
大
君
の　

於お

魔ば

細せ

屡る　

細さ
さ
ら紋
の
美み

於お

寐び

の　

結
び

垂
れ　

誰
や
し
人
も　

上
に
出
て
嘆
く 

〔
紀
九七〕

　
「
帯お

ば
せ
る
細さ
さ
ら紋

の
御み

帯お
び

」
の
部
分
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
上
二
段
活
用
動

詞
「
帯お

ぶ
」
の
敬
語
で
あ
る
「
帯
ば
す
」
が
助
動
詞
「
り
」
と
結
合
し
、
そ
の

結
合
体
が
、
修
飾
成
分
「
細
紋
の
」
と
接
頭
語
「
御み

」
と
を
伴
っ
た
「
帯お
び

」
に

か
か
る
、
と
い
う
複
雑
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
名
詞
「
帯
」
は
動
詞
「
帯

ぶ
」
の
連
用
形
に
由
来
す
る
名
詞
だ
か
ら
、「
帯
ば
せ
る
細
紋
の
御
帯
」
と
い

う
表
現
を
極
度
に
単
純
化
す
れ
ば
、「
帯お

ぶ
る
帯お
び

」
と
な
る
。
こ
の
「
帯
ぶ
る

帯
」
は
、「
嘆
く
嘆
き
」「
嬥か

歌が

ふ
嬥か
が
ひ歌

」
な
ど
の
類
例
で
あ
る
。
同
じ
動
詞
に

よ
る
﹇
…
連
体
形
＋
連
用
形
名
詞
﹈
と
い
う
語
結
合
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
変
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形
・
拡
張
し
た
語
結
合
が
よ
く
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
…
臥
や
る
臥
や

り
」
も
そ
の
一
例
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

歌
だ
け
で
な
く
、
散
文
で
あ
る
祝
詞
・
宣
命
に
も
類
例
が
あ
る
。『
延
喜
式
』

の
祝
詞
に
、

　
8　

天あ
め
の
し
た下
の
公お
ほ
み
た
か
ら民
の
作つ
く
る
つ
く
り
も
の

々
物
を
成
さ
ず
傷や
ぶ

る
神か
み

等た
ち

は
…

 

〔
龍
田
風
神
祭
〕

と
い
う
表
現
が
見
え
、
そ
の
「
…
作
る
│
作
り
物
」
と
い
う
語
結
合
・
意
味
的

関
係
は
、
右
に
あ
げ
た
「
…
強
ふ
る
│
強
ひ
語
り
」
と
同
じ
で
あ
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
所
載
の
宣
命
に
も
、

　
9　

天す
め
ら皇

我が
大お
ほ
み
こ
と命

良ら
麻ま
等と
、
遣も
ろ
こ
し
に唐

国つ
か
は
す
つ
か
ひ
に
の
り
た
ま
ふ

使
人
尓

詔

大お
ほ
み
こ
と命

乎を
… 

〔
五六詔
〕

　
10　

今い
ま
の
り
た
ま
へ
る

勅

御み

事こ
と

法の
り

者は

、
常つ
ね
の
こ
と事

尓に
波は
不あ
ら
ず有
… 

〔
八詔
〕

な
ど
の
例
が
見
え
る
。
9
の
「
遣
唐
国
使
人
」
は
、「
唐も
ろ
こ
し国

に
遣つ
か

は
す
使つ
か
ひ人

」

と
訓
じ
ら
れ
、
ま
た
同
じ
詔
に
見
え
る
「
所
遣
使
人
」
も
「
遣つ
か

は
す
使
つ
か
ひ

人
」
と

訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
遣
は
す
使
人
」
と
い
う
結
合
は
、
以
上
の
諸

例
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
10
の
「
勅
の
り
た
ま

へ
る
御み

事こ
と

法の
り

」
は
、
7
の
歌

謡
の
「
帯
ば
せ
る
細
紋
の
御
帯
」
と
同
じ
く
敬
語
を
伴
っ
て
複
雑
な
表
現
に
な

っ
て
は
い
る
が
、
や
は
り
同
種
の
結
合
の
例
で
あ
る
。

　

歌
に
見
え
る
1
・
3
〜
7
の
諸
例
を
、
相
互
に
対
照
し
て
あ
げ
る
。

　
1　

槻
弓
の　
　
　

臥
や
る
臥
や
り
も

　
3　

遍
多
く　
　
　

嘆
く
嘆
き
を

　
4　

往
き
集
ひ　
　

嬥
歌
ふ
嬥
歌
に

　
5　

穂
向
き
の　
　

寄
れ
る
片
寄
り
に

　
6　

貴
人
の　
　
　

立
つ
る
言
立
て

　
7　

吾
が
大
君
の　

帯
ば
せ
る
細
紋
の
御
帯
の

　
「
臥
や
り
」「
嘆
き
」「
嬥
歌
」
は
動
詞
の
連
用
形
が
名
詞
に
転
成
し
た
も
の

で
あ
り
、「
片
寄
り
」「
言
立
て
」「
御
帯
」
は
連
用
形
名
詞
が
複
合
名
詞
を
構

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
諸
例
の
、
修
飾
成
分
を
除
い
た
部

分
は
み
な
名
詞
句
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

名
詞
句
で
あ
る
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
」
と
い
う
表
現
の
背
後
に
は
、
男

子
が
弓
を
そ
の
そ
ば
に
横
た
え
て
お
く
と
い
う
様
子
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
、

と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

3

　

そ
れ
で
は
、
対
句
の
後
句
で
あ
る
「
梓
弓
立
て
り
立
て
り
も
」
は
、
ど
の
よ

う
な
文
法
的
機
能
を
持
つ
も
の
な
の
か
。

　

こ
れ
が
対
句
を
構
成
す
る
表
現
で
あ
る
以
上
、
細
部
に
相
違
は
あ
っ
て
も
、

全
体
と
し
て
前
句
の
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
」
と
ほ
ぼ
同
じ
文
法
的
機
能
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を
持
つ
も
の
だ
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
槻
弓
の
臥
や
る

臥
や
り
」
と
同
様
に
「
梓
弓
立
て
り
立
て
り
」
も
ま
た
名
詞
句
を
構
成
し
て
お

り
、
両
句
は
対
等
か
つ
並
列
的
な
関
係
で
「
後
も
取
り
見
る
」
に
か
か
る
、
と

解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
「
物
念お
も

は
ず
道み
ち

行ゆ
く

去ゆ
く

毛も

、
青
山
を
振
り
放さ

け
見
れ
ば
」〔
十三・
三三〇五〕
や

「
痩や
す

々や
す

母も

生い

け
ら
ば
あ
ら
む
を
」〔
十六・
三八五四〕
の
「
行
く
去
く
も
」「
痩
す
痩
す

も
」
は
、
動
詞
の
終
止
形
を
反
復
し
た
も
の
で
あ
り
、「
…
な
が
ら
も
」
の
意

の
、
動
作
の
反
復
・
継
続
を
表
す
語
法
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
宣
命
に
見
え
る

「
加か

遍へ
須す
加か

遍へ
須す
念お
も

ほ
せ
ど
も
」〔
一六詔
〕
の
「
返
す
返
す
」
も
、
同
じ
語
法
の

一
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
反
復
形
式
を
「
立
て
り
立
て
り
も
」
と
同

種
の
例
だ
見
る
と
、「
梓
弓
立
て
り
立
て
り
も
」
は
副
詞
句
で
あ
る
こ
と
に
な

り
、
名
詞
句
で
あ
る
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
」
と
は
対
句
を
構
成
し
え
な

い
も
の
と
な
る
。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
動
詞
「
取
る
」
と
敬
語
の
助
動
詞
「
す
」
と
の

結
合
体
か
ら
「
御み
と
ら
し執

」〔
一・
三〕
と
い
う
名
詞
が
成
立
し
、「
思
ふ
」
と
助
動
詞

「
り
」
の
結
合
体
か
ら
「
面お
も

弊へ
利り
（
表
情
／
顔
つ
き
）」〔
四四詔
〕
と
い
う
名
詞
が

成
立
し
た
、
そ
の
造
語
の
方
式
で
あ
る
。
同
じ
方
式
で
、「
立
つ
」
と
「
り
」

の
結
合
体
か
ら
、「
立
っ
て
い
る
こ
と
／
立
っ
て
い
る
状
態
」
の
意
を
持
つ

「
立
て
り
」
と
い
う
名
詞
が
成
立
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

同
様
に
、
連
用
形
を
反
復
し
た
表
現
が
多
数
性
を
表
す
例
は
、「
漕
ぎ
は
て
む

泊と
ま
り
と
ま
り々

に
」〔
十九・
四二四五〕、「
蔓は

ふ
つ
た
の
各お
の
が々

向む
き

々む
き

」〔
九・
一八〇四〕
な
ど
多
く

あ
る
。「
立
て
り
立
て
り
」
も
そ
の
一
例
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
見

る
場
合
に
は
、「
梓
弓
立
て
り
立
て
り
も
」
は
名
詞
句
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
ら
、「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
」
と
対
句
を
構
成
す
る
表
現
と
し
て
問
題

が
な
い
【
勿
論
、「
立
て
り
立
て
り
」
が
、「
立
つ
」
か
ら
派
生
し
た
四
段
活
用

動
詞
「
立
て
る
」
の
連
用
形
を
単
純
に
反
復
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
可
能
性
は

依
然
と
し
て
残
る
】。

　
「
梓
弓
手
に
取
り
持
ち
て
、
大ま
す
ら
を夫

の
得さ

物つ

矢や

手た

挟ば
さ

み
…
」〔
二・
二三〇〕
と
い
う

表
現
に
反
映
す
る
よ
う
に
、
弓
矢
は
男
子
が
携
え
る
も
の
だ
っ
た
。
女
性
が

「
朝あ
さ

狩が
り

の
君
が
弓
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
」〔
十四・
三三〇五〕
と
言
っ
た
例
も
あ
る
。

男
子
の
行
く
先
々
で
は
、
そ
の
そ
ば
に
弓
が
立
て
か
け
て
あ
る
様
子
が
し
ば
し

ば
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、「
梓
弓
立
て
り
立
て
り
も
」
と
い
う
表
現
の
背

景
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
臥
や
る
臥
や
り
も
」「
立
て
り
立
て
り
も
」
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
参
考
に

な
る
の
は
、
山
上
憶
良
が
息
子
を
亡
く
し
、
そ
の
悲
し
み
を
詠
ん
だ
、「
男
子

名
は
古
日
を
恋
ふ
る
歌
三
首
」
の
長
歌
で
あ
る
。
そ
の
前
半
部
に
、

　
11　

何
時
し
か
も　

人
と
成
り
出
で
て   

安あ

志し

家け

口く

毛も　

与よ

家け

久く

母も

見み

武む

登と   

大
船
の　

思
ひ
頼
む
に
… 

〔
五・
九〇四〕

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。「（
息
子
が
）
い
つ
か
一
人
前
に
な
っ
て
、
悪
い
状

態
に
あ
る
の
も
、
良
い
状
態
に
あ
る
の
も
、（
私
は
）
見
届
け
よ
う
と
…
」
の

意
で
あ
り
、「
悪あ

し
け
く
も
良
け
く
も
見
む
と
…
」
は
次
の
よ
う
な
構
文
に
な

っ
て
い
る
。
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見
む
と
…

悪
し
け
く
も

良
け
く
も

　
「
悪
し
け
く
も
」「
良
け
く
も
」
と
い
う
二
つ
の
ク
語
法
が
、
息
子
に
か
か
わ

る
二
種
の
状
態
を
想
定
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ク
語
法
が
助
詞

「
も
」
を
伴
い
、
目
的
語
と
し
て
並
列
的
に
「
見
む
と
…
」
に
か
か
る
。
同
様

に
、
末
尾
に
連
用
形
名
詞
の
位
置
す
る
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
」「
梓
弓
立

て
り
立
て
り
」
が
助
詞
「
も
」
を
伴
い
、
目
的
語
と
し
て
並
列
的
に
「
後
も
取

り
見
る
」
に
か
か
る
の
だ
、
と
解
し
う
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
対
句
を
構
成
す
る
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
」
と
「
梓
弓

立
て
り
立
て
り
も
」
は
、
直
後
の
「
後
も
取
り
見
る
」
に
か
か
る
名
詞
句
で
あ

り
、「
後
も
取
り
見
る
」
に
対
す
る
目
的
語
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
後
も

取
り
見
る
」
の
主
格
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
作
者
自
身
だ
と
解
す
る
説
と
、
作

者
の
「
思
ひ
妻
」
で
あ
る
軽
大
郎
女
だ
と
解
す
る
説
と
が
あ
る
。
前
者
で
あ
れ

ば
、
作
者
が
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
「
思
ひ
妻
」
の
面
倒
を
見
て
や
ろ
う
と
考

え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
後
者
で
あ
れ
ば
、「
思
ひ
妻
」
が
い
つ
い
か

な
る
時
で
も
作
者
の
面
倒
を
見
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
作
者
自
身
が
想
定
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
説
を
採
用
す
る
研
究
者
が
多
く
、
そ
れ
は
当
然
の

こ
と
だ
ろ
う
。「
思
ひ
妻
」
の
状
態
を
、
作
者
が
常
に
身
に
携
え
る
弓
の
状
態

に
喩
え
た
の
が
対
句
の
表
現
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
6
の
歌
謡
で
、

仁
徳
天
皇
が
、
皇
后
と
八
田
皇
女
の
二
人
を
弓
の
弦
に
喩
え
て
「
設う
さ
ゆ
づ
る弦

」
と

表
現
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

　

筆
者
の
前
稿
で
は
、
作
者
は
二
人
が
共
寝
す
る
こ
と
を
「
臥
や
り
」
と
言
い
、

作
者
の
行
く
先
々
に
「
思
ひ
妻
」
が
随
行
す
る
こ
と
を
象
徴
的
に
「
立
て
り
」

と
言
っ
た
の
だ
と
解
し
た
。
そ
し
て
、
表
現
が
や
や
不
自
然
な
も
の
に
は
な
る

が
、
と
こ
と
わ
っ
た
う
え
で
、
第
二
文
の
大
意
は
、

槻
弓
が
横
に
置
か
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
共
寝
を
も
し
、
梓
弓
が
常
に
そ
ば

に
立
て
か
け
て
あ
る
よ
う
な
同
伴
を
も
し
て
、（
私
が
）
ず
っ
と
面
倒
を

見
る
い
と
し
い
妻
よ
。

と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
と
述
べ
た
。

　

こ
の
私
見
に
対
し
て
異
論
が
出
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
言
及
し
た
。
そ
れ
は

山
口
佳
紀
に
よ
る
も
の
だ
が）3
（

、
山
口
の
異
論
の
要
点
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め
て

あ
げ
る
と
、
次
の
二
点
と
な
る
。

　

Ａ　
「
取
り
見
る
」
の
主
格
は
作
者
自
身
だ
と
見
る
以
上
、
目
的
語
は
「
思

ひ
妻
」
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
目
的
語
と
し
て
「
思
ひ
妻
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、「
臥
や
る
臥
や
り
」「
立
て
り
立
て
り
」
が
「
取
り
見

る
」
の
目
的
語
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
文
法
面
で
お
か
し
い
。
こ

の
対
句
は
、「
横
に
な
っ
て
い
て
も
立
っ
て
い
て
も
（
ど
ん
な
時
で
も
）」

の
意
を
表
す
副
詞
句
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

Ｂ　

動
詞
の
終
止
形
を
反
復
し
た
も
の
と
同
様
に
、
そ
の
連
用
形
を
反
復
し
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た
も
の
も
副
詞
句
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。「
立
て
り
立

て
り
」
と
語
結
合
の
異
な
る
「
臥
や
る
臥
や
り
」
は
、
終
止
形
を
反
復
し

た
「
臥
や
る
臥
や
る
」
と
連
用
形
を
反
復
し
た
「
臥
や
り
臥
や
り
」
と
が

コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

    

　

一
見
し
た
だ
け
で
は
、
目
的
語
に
関
す
る
Ａ
の
異
論
は
、「
臥
や
る
臥
や
り
」

「
立
て
り
立
て
り
」
を
名
詞
句
だ
と
見
る
際
の
大
き
な
障
碍
と
な
る
、
と
思
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
想

定
す
る
Ｂ
の
視
点
は
、
前
句
と
後
句
の
語
構
成
が
相
違
す
る
こ
と
を
明
快
に
説

明
し
う
る
も
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
上
代
語
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
は
、
こ
れ
ら
が
短
絡
的
な
発

想
に
基
づ
く
誤
っ
た
意
見
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
次
に

確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

　

ま
ず
、
目
的
語
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
Ａ
の
異
論
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

　

こ
の
異
論
が
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
構
文
の

例
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
12　

い
と
の
き
て　

短み
じ
か
き
も
の物

乎を　

端は
し

伎き

流る

等と　

云
へ
る
が
如
く　

楚し
も
と

取
る

里さ
と
を
さ長
が
声
は　

寝ね

屋や

処ど

ま
で　

来
立
ち
呼
ば
ひ
ぬ
… 

〔
五・
八九二〕

　
13　

佐さ

保ほ

河が
は

乎を　

朝あ
さ

河か
は

渡わ
た
り　

春
日
野
を　

背そ
が

向ひ

に
見
つ
つ　

あ
し
ひ
き
の

山
辺
を
指
し
て
… 

〔
三・
四六〇〕

　
14　

神
風
の　

伊
勢
の　

伊
勢
の
野
の　

娑さ

柯か

曳え

嗚を　

伊い

裒ほ

甫ふ

流る

柯か

枳き

底て    

其し

が
尽
く
る
ま
で
に　

大
君
に　

堅か
た

く　

仕
へ
奉
ら
む
と　

吾
が
命
も    

長
く
も
が
と　

言
ひ
し
工た
く
み匠
は
や　

あ
た
ら
工
匠
は
や 

〔
紀
七八〕

　
12
の
表
現
は
、
山
上
憶
良
の
「
貧
窮
問
答
歌
」
の
一
部
で
あ
る
。「
短
き
物

を
端
切
る
」
の
部
分
は
、
こ
の
長
歌
の
直
後
に
出
て
い
る
「
沈
痾
自
哀
文
」
に
、

「
諺
曰
、
痛
瘡
灌
塩
、
短
材
截
端

8

8

8

8

、
此
之
謂
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
諺

だ
っ
た
。「
も
と
も
と
短
い
物
を
、
そ
の
端
を
切
り
取
っ
て
さ
ら
に
短
く
す
る
」

の
意
で
、
ひ
ど
い
状
況
に
さ
ら
に
ひ
ど
い
状
況
が
加
わ
る
、
と
い
う
こ
と
を
表

す
。
単
純
に
言
え
ば
、「
切
る
」
の
目
的
語
は
、「
短
き
物
を
」
と
、
そ
の
内
容

を
補
足
的
に
説
明
し
た
「
端
（
を
）」
と
の
二
種
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
諺

の
構
文
は
、「
短
き
物
を
、
端
（
を
）
切
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
示
す
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
13
の
表
現
は
、
大
伴
坂
上
郎
女
の
「
尼
理
願
の
死し去
ぬ
る
を
悲か

嘆な

し
び
て
作

る
歌
」
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。「
佐
保
河
を
朝
河
渡
り
」
の
部
分
が
、「
佐
保

河
を
、
朝
河
（
を
）
渡
り
」
と
い
う
意
味
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。「
渡
り
」

の
目
的
語
が
二
種
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
も
、「
朝
河
（
を
）」
は
「
佐
保

河
を
」
に
対
す
る
補
足
的
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
。「
佐
保
河
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
ほ
か
の
時
間
帯
に
属
す
る
「
佐
保
河
」
の
こ
と
で
は
な
く
「
朝
河
」
の

こ
と
を
さ
す
、
と
説
明
を
加
え
た
の
で
あ
る
。「
朝
河
渡
る
」
は
『
萬
葉
集
』

374



（24）

に
三
例
あ
る
表
現
で
あ
り
、
ど
の
例
も
「
朝
の
河

8

8

8

を
渡
る
」
の
意
で
用
い
ら
れ

て
お
り
、「
朝
に
河
を
渡
る
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　
14
の
歌
謡
は
「
雄
略
紀
」
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、「
栄さ
か

枝え

を
五い

百ほ

経ふ

る
懸か

き
て
」
と
い
う
部
分
は
、「
栄
枝
を
、
五
百
経
る
（
を
）
懸
き
て
」
の
意
で
あ

る
。
こ
の
場
合
も
、
単
純
に
「
栄
枝
を
懸
き
て
」
と
は
表
現
せ
ず
に
、「
懸
き

て
」
の
目
的
語
で
あ
る
「
栄
枝
」
の
内
容
を
、
連
体
形
準
体
句
を
用
い
て
具
体

的
に
「
五
百
経
る
（
を
）」
と
い
っ
て
補
足
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
栄

枝
」「
五
百
経
る
」
の
二
種
が
、「
懸
き
て
」
の
目
的
語
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
五
百
経
る
（
を
）」
つ
ま
り
「
五
百
年
も
経
つ
の
を
」
と
い
う
の
は
、
対

象
を
讃
美
す
る
た
め
の
誇
張
表
現
で
あ
る
。

　

右
の
三
例
に
見
え
る
「
短
き
物
を
」「
佐
保
河
を
」「
栄
枝
を
」
が
目
的
語
で

あ
る
こ
と
に
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
一
方
、「
端
」「
朝
河
」「
五
百
経
る
」

も
ま
た
目
的
語
だ
と
解
す
る
の
は
短
絡
的
だ
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、「
端
」「
朝
河
」「
五
百
経
る
」
は
ど
の
よ
う
な
構
文

上
の
成
分
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
説
明
に
窮
し
て
し
ま
う
。

結
局
、
こ
れ
ら
は
「
端
（
を
）」「
朝
河
（
を
）」「
五
百
経
る
（
を
）」
の
意
の

目
的
語
だ
と
解
し
、
構
文
上
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
処
理
す
る
し
か
な
い
。

　

一
つ
の
動
詞
が
二
種
の
目
的
語
を
と
る
こ
う
し
た
構
文
で
は
、
ま
ず
目
的
語

を
提
示
し
て
お
き
、
続
い
て
、
そ
の
内
容
を
補
足
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
既

出
の
目
的
語
を
別
の
表
現
を
用
い
て
再
提
示
す
る
、
と
い
う
か
た
ち
に
な
る
。

だ
か
ら
、
こ
れ
は
目
的
語
を
細
説

8

8

す
る
た
め
の
構
文
だ
と
言
え
る
。
12
の
「
短

き
物
を
端
切
る
」
の
「
端
」
は
「
短
き
物
」
の
一
部
を
さ
し
、
13
の
「
佐
保
河

を
朝
河
渡
り
」
の
「
朝
河
」
は
特
定
の
時
間
帯
に
属
す
る
「
佐
保
河
」
を
さ
し
、

14
の
「
栄
枝
を
五
百
経
る
懸
き
て
」
の
「
五
百
経
る
」
は
特
に
古
く
て
神
聖
な

「
栄
枝
」
を
さ
す
。
ど
の
例
で
も
、
第
二
の
目
的
語
が
さ
す
も
の
は
第
一
の
目

的
語
が
さ
す
も
の
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「
短
き
物
の8

端
切

る
」「
佐
保
河
の8

朝
河
渡
り
」「
栄
枝
の8

五
百
経
る
懸
き
て
」
と
言
い
換
え
る
こ

と
が
、
意
味
的
に
は
可
能
で
あ
る
。

　

目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
の
実
例
は
、
表
現
・
文
脈
の
単
純
な
も
の
か
ら
複

雑
な
も
の
ま
で
種
々
あ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
祝
詞
・
宣
命
な
ど
の
散

文
に
も
実
例
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
祝
詞
の
例
を
あ
げ
る
。

　
15　

遠と
ほ

山や
ま

近ち
か

山や
ま

に
生お

ひ
立
て
る
大お
ほ

木き

小を

木き
乎を
本も
と

末す
ゑ

打う
ち

切き
り

弖て
、
持
ち
参
り
来
て

… 

〔
祈
年
祭
〕

　
16　

大お
ほ

津つ

辺へ

に
居
る
大お
ほ

船ぶ
ね

乎を
舳へ

解と
き
は
な
ち放

、
艫と
も
と
き
は
な
ち

解
放
弖て
、
大お
ほ
み海

の
原
に
押
し
放

つ
事
の
如
く
…　

 

〔
六
月
晦
大
祓
〕

　

表
現
を
よ
く
見
る
と
、「
大お
ほ

木き

小を

木き

を
、
本も
と

末す
ゑ

（
を
）
打
ち
切
り
て
」「
大
船

を
、
舳へ

（
を
）
解
き
放
ち
、
艫と
も

（
を
）
解
き
放
ち
て
」
と
い
っ
た
意
味
の
も
の

に
な
っ
て
い
る
。「
本
末
」
は
「
大
木
小
木
」
の
一
部
分
で
あ
り
、「
舳
（
船

首
）
／
艫
（
船
尾
）」
も
ま
た
「
大
船
」
の
一
部
分
で
あ
る
。
や
は
り
、「
大
木

小
木
の8

本
末
打
ち
切
り
て
」「
大
船
大
船
の8

舳へ

解
き
放
ち
、
艫と
も

解
き
放
ち
て
」

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る）4
（

。

　

た
だ
し
、
目
的
語
に
あ
た
る
も
の
を
二
つ
含
む
と
見
え
る
構
文
の
な
か
に
は
、
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同
様
の
言
い
換
え
が
不
可
能
な
例
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
く
二
つ
の
目
的
語

を
と
る
よ
う
に
見
え
る
構
文
で
も
、
第
二
の
目
的
語
が
第
一
の
目
的
語
を
細
説

し
た
も
の
ば
か
り
だ
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
17　

大
坂
に　

阿あ

布ふ

夜や

袁を

登と

売め

袁を　

美み

知ち

斗と

閉へ

婆ば　

直た
だ

に
は
告の

ら
ず　

当た

芸ぎ

麻ま

道ち

を
告
る 

〔
記
七七〕

　
18　

ほ
と
と
ぎ
す　

夜
喧な

き
を
し
つ
つ　

和わ

我が

世せ

児こ

乎を　

安や
す

宿い

勿な

令ね

寐し
め　

ゆ

め
情こ
こ
ろ

あ
れ 

〔
十九・
四一七九〕

　
17
は
「
履
中
記
」
に
見
え
る
歌
謡
で
、「
娘を
と
め子
を
道
問
へ
ば
」
は
「
娘
子
を
、

道
（
を
）
問
へ
ば
」
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。「
問
ふ
」
を
用
い
る
表
現
は
、

後
世
な
ら
ば
﹇（
人
物
）
に
（
事
が
ら
）
を
問
ふ
﹈
と
い
う
形
式
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、「
夜
渡
る
吾
乎を

問
ふ
人
や
誰
」〔
十・
二一四〇〕
や
「
吾
烏を

問
は

す
な
」〔
紀
六三〕
な
ど
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
上
代
語
で
は
﹇（
人
物
）

を
問
ふ
﹈
と
言
っ
た
。
目
的
語
に
あ
た
る
も
の
が
二
つ
あ
る
と
見
ら
れ
る
わ
け

だ
が
、「
娘
子
を
道
問
へ
ば
」
の
場
合
は
「
娘
子
の8

道
（
を
）
問
へ
ば
」
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
道
」
は
「
娘
子
」
を
補
足
的
に
説
明
し
た
も

の
で
は
な
く
、「
道
」
が
「
娘
子
」
の
一
部
分
を
な
す
も
の
で
も
な
い
か
ら
で

あ
る
。
12
〜
16
の
例
と
は
、
構
文
の
あ
り
か
た
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。

　
18
の
表
現
も
、
目
的
語
に
あ
た
る
も
の
を
二
つ
含
む
例
で
あ
る
。「
眠い

を
寝

ず
（
伊
乎
祢
受
）
居
れ
ば
」〔
二十・
四四〇〇〕
や
「
寝い
を
ね宿

金か
ね

鶴つ
る

」〔
十二・
三〇九二〕、
ま

た
「
寝ぬ

」
の
敬
語
「
寝な

す
」
を
用
い
た
「
眠い

を
し
寝な

せ
（
伊
遠
斯
那
世
）」〔
記

五〕
な
ど
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
眠
る
こ
と
を
、
助
詞
を
用
い
て
表
現

す
る
場
合
に
は
、「
眠い

を
寝ぬ

」
と
言
っ
た
。「
眠い

」
は
「
ね
む
り
」「
寝
る
こ
と
」

の
意
を
表
す
名
詞
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
18
の
「
吾
が
背
子
を
安や
す

眠い

な
寝ね

し
め
」

は
「
吾
が
背
子
を
、
安や
す

眠い

（
を
）
な
寝
し
め
」
の
意
だ
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
吾
が
背
子
を
」「
安
眠
（
を
）」
を
承
け
る
の
は
、「
な
寝
し
め
」
で
あ
る
。

「
安
眠
」
は
「
吾
が
背
子
」
の
一
部
を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、「
吾
が
背
子

の8

安
眠
な
寝
し
め
」
と
言
い
換
え
る
と
、
意
味
的
に
不
自
然
な
も
の
に
な
る
。

　
19　

氏う
ぢ

河か
は

乎を　

船ふ
ね

令わ
た
せ渡
呼を

跡と　

喚よ

ば
へ
ど
も　

聞
こ
え
ず
あ
ら
し　

檝か
ぢ

の
音

も
せ
ず 

〔
七・
一一三八〕

　
20　

処を
と
め女

等ら

乎を　

袖そ
で

振ふ
る

山や
ま
の

　

瑞み
づ

垣か
き

の　

久
し
き
時
ゆ　

念
ひ
け
り
吾
は

 

〔
十一・
二四一五〕

　
19
の
「
船
渡
せ
を8

と
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
を
」
は
、「
渡わ
た
り
も
り守

船ふ
ね

度わ
た

世せ

乎を

跡と

」〔
十・
二〇七二〕
の
そ
れ
と
同
様
に
、
命
令
・
希
望
・
意
志
を
表
す
文
に
よ
く

用
い
ら
れ
る
間
投
助
詞
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
問
題
に
す
る
必
要
が
な
い
。
第
一

句
の
「
宇
治
河
を
」
が
か
か
る
の
は
「
渡
せ
」
の
ほ
か
に
な
く
、
ま
た
「
宇
治

河
を
」
の
「
を
」
は
、「
垂た
る

姫ひ
め

の
浦
を8

漕
ぐ
船
（
宇
良
乎
許
具
不
祢
）」〔
十八・

四〇四八〕
の
「
を
」
と
同
じ
く
、
動
作
を
行
う
場
所
を
指
示
す
る
格
助
詞
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
舟ふ
ね

早は
や

渡わ
た

世せ

」〔
十・
二〇七七〕
や
「
引ひ
き

舟ふ
ね

渡わ
た
し

」〔
十一・
二七四九〕
な
ど
は

「
舟
（
を
）
早
渡
せ
」「
引
舟
（
を
）
渡
し
」
の
意
で
し
か
な
い
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
19
の
「
宇
治
河
を
船
渡
せ
を
と
」
は
「
宇
治
河
を
、
船
（
を
）
渡
せ
を
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と
」
の
意
だ
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
渡
せ
」
の
目
的
語
は
、「
宇
治
河

を
」
と
「
船
（
を
）」
の
二
つ
な
の
で
あ
る
。「
構
文
上
か
ら
見
て
、
宇
治
川
と

舟
と
の
関
係
が
不
明
。」（
旧
全
集
）
と
い
う
よ
う
な
解
説
は
、
そ
の
点
に
つ
い

て
の
見
極
め
が
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
。「
宇
治
河
」
と
「
船
」

と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
だ
が
、「
宇
治
河
の8

船
渡
せ
を
と
」
と
言
い
換
え
る

と
、
こ
こ
の
「
船
」
は
も
と
も
と
「
宇
治
河
」
に
係
留
し
て
あ
る
、「
宇
治
河
」

専
用
の
船
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
言
い
換
え
に
よ
っ
て

本
来
の
表
現
と
は
意
味
が
異
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文

の
例
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。

　
20
の
場
合
、「
処を
と
め女
ら
を
袖
」
が
「
振
る
」
を
導
く
短
い
序
を
構
成
し
、
さ

ら
に
、
そ
れ
を
含
む
第
一
句
か
ら
第
三
句
ま
で
の
部
分
が
、「
久
し
き
」
を
導

く
長
い
序
を
構
成
し
て
い
る
。「
処
女
ら
を
」
の
「
を
」
が
問
題
で
あ
り
、
こ

れ
は
詠
嘆
・
感
動
の
助
詞
だ
と
も
格
助
詞
だ
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
処
女
ら
を
」
を
承
け
る
「
袖
振
る
」
と
の
意
味
的
な
関
係
か
ら
見
て
、「
を
」

は
「
…
に
対
し
て
／
…
に
向
か
っ
て
」
と
口
訳
で
き
る
格
助
詞
だ
、
と
近
時
の

注
釈
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
を
」
を
含
む
「
我わ
ぎ

妹も

子こ

が

家い
へ
の
あ
た
り当

乎を

止
ま
ず
振
り
し
に
」〔
十一・
二六〇九〕
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
も
、
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
第
一
句
・
第
二
句
は
「
処
女
ら
を
、
袖

（
を
）
振
る
…
」
と
い
う
意
味
の
も
の
だ
と
解
し
う
る
。「
娘
に
向
か
っ
て
（
男

が
）
袖
を
振
る
」
と
い
う
状
況
を
述
べ
た
表
現
で
あ
り
、「
袖
」
は
「
処
女
ら
」

の
も
の
で
は
な
く
男
の
そ
れ
を
さ
し
て
い
る
。「
…
を
、
…
（
を
）
…
」
の
形

式
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
の
例
で
な
い
こ
と
が
明
瞭

で
あ
る
。

　

目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
に
属
す
る
も
の
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
的

語
に
あ
た
る
も
の
を
二
つ
含
む
こ
の
よ
う
な
構
文
の
実
例
は
、
ほ
か
に
も
少
な

か
ら
ず
あ
る
。

　

以
上
の
諸
例
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
一
つ
の
動
詞
が
二
種
の
目
的

語
を
と
る
構
文
が
、
上
代
語
に
は
存
在
し
た
。
ま
た
、
二
種
の
目
的
語
を
と
る

構
文
に
は
、
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
も
そ
う
で
な
い
構
文
も
存
在
し
た
。

　

二
種
の
目
的
語
を
と
る
構
文
の
諸
例
を
見
わ
た
し
て
言
え
そ
う
な
こ
と
は
、

第
一
の
目
的
語
が
「
…
を
」
と
い
う
形
式
で
提
示
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
を
具
体

的
に
説
明
す
る
第
二
の
目
的
語
は
「
…
を
」
と
な
ら
ず
に
無
助
詞
と
な
る
傾
向

が
あ
る
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
の
多
く
の
歌
を
見
て
も
、
同
じ

助
詞
を
反
復
し
て
用
い
る
こ
と
に
は
概
し
て
抵
抗
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
目
的
格
の
「
…
を
」
の
場
合
に
は
反
復
を
嫌
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
に
は
、
も
と
も
と
目
的
格
の
「
を
」
は
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
で
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
二
種
の
目
的
語
を
と
る
構
文
の
例
は
、

5
・
7
の
反
復
を
基
調
と
す
る
歌
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
音
数

律
に
応
じ
て
「
を
」
を
用
い
た
り
用
い
な
か
っ
た
り
し
た
と
い
う
事
情
も
あ
る）5
（

。

　

こ
れ
ら
の
構
文
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
実
例
を
掲
げ
て
私
見
を
述
べ
た
こ
と

が
あ
る）6
（

。

5
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目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
、
と
見
な
し
う
る
構
文
が

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
次
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
21　

臣
の
子
は　

多た

倍へ

能の

波は

伽か

摩ま

嗚を　

那な

な々

陛へ

嗚を

絁し　

庭
に
立
た
し
て

足あ
よ
ひ結
撫な

だ
す
も 

〔
紀
七四〕

　
22　

笹
が
葉
の　

さ
や
ぐ
霜
夜
に　

奈な

な々

弁へ

加か

流る　

去こ

呂ろ

毛も

尓に

麻ま

世せ

流る　

子

ろ
が
肌
は
も 

〔
二十・
四四三一〕

　
21
は
「
雄
略
前
紀
」
の
歌
謡
で
あ
り
、
第
二
句
・
第
三
句
の
「
栲た
へ

の
袴は
か
ま

を

七な
な

重へ

召を

し
」
と
い
う
部
分
が
、
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
の
一
例
だ
と
認
め
ら

れ
る
。
第
三
句
の
原
文
は
「
那な

な々

陛へ

嗚を

絁し

」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
の
「
嗚を

絁し

」
と
い
う
部
分
を
﹇
助
詞
＋
サ
変
動
詞
﹈
と
解
す
る
説
が
、
か
つ
て
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
注
釈
で
は
、「
食
（
ヲ
）
シ
と
同
じ
。
召
す
意
」（
古
典
大

系
）
と
い
う
解
説
や
、「
ヲ
シ
は
、
食
す
、
召
す
な
ど
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
は

着
用
す
る
こ
と
の
敬
語
表
現
」（
新
編
全
集
）
と
い
う
解
説
な
ど
に
反
映
す
る

よ
う
に
、
そ
ろ
っ
て
「
を
し
」
を
敬
語
と
解
し
て
い
る
。
確
か
に
、
武
装
が
厳

重
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
栲
の
袴
を
七
重
」
を
、
サ
変
動
詞
が
承
け
る
の

と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
結
局
、「
を
し
」
は
「
着
る
」
の
意
の
敬
語
だ

と
見
る
し
か
な
い
。
こ
の
部
分
を
敬
語
と
見
た
う
え
で
、「
着を

し
」（
新
編
全

集
）
と
表
記
し
て
い
る
注
釈
も
あ
る
。

　
「
栲
の
袴
を
、
七
重
（
を
）
召
し
」
に
は
、「
七
重
」
と
い
う
数
詞
が
含
ま
れ

て
い
る
。
数
詞
は
副
詞
的
な
機
能
を
も
持
つ
か
ら
、
た
と
え
ば
「
八や

重へ

掻か
き

別わ
け

而て

」〔
二・
一六七〕
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
あ
と
に
助
詞
を
伴
う
必
要
は
必

ず
し
も
な
い
。
14
の
「
栄
枝
を
五
百
経
る
懸
き
て
」
に
つ
い
て
も
、
実
は
同
様

の
こ
と
が
言
え
る
。
し
か
し
、「
知ち

辺へ

乎を

於お

之し

和わ

気け

（
千
重
を
押
し
分
け
）」
の

よ
う
な
例
を
見
る
と
、
21
の
「
七
重
召
し
」
の
場
合
に
助
詞
を
用
い
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
「
七
重
を8

召
し
」
と
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
実
際
に
、「
一
重

を8

敷
く
」
と
言
っ
た
「
苅か
り

薦こ
も

能の

一ひ
と

重へ

を

敷し
き

而て

」〔
十一・
二五二〇〕
と
い
う
例
も
あ
る
。

だ
か
ら
、
あ
え
て
言
え
ば
、
こ
こ
は
「
栲
の
袴
を
、
七
重
（
を
）
召
し
」
と
い

う
よ
う
な
意
味
の
表
現
で
あ
り
、
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
の
一
例
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
栲
の
袴
を
」
を
細
説
し
た
も
の
が
「
七
重
（
を
）」
だ

か
ら
、「
栲
の
袴
の8

七
重
（
を
）
召
し
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。

　

防
人
歌
で
あ
る
22
の
表
現
の
う
ち
、
21
の
「
栲
の
袴
を
七
重
（
を
）
召
し
」

と
い
う
構
文
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
と
見
な
し
う
る
の
は
、
第
三
句
か
ら
第
四

句
に
か
け
て
の
「
七
重
着か

る
衣こ
ろ
も

」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
、
21

の
「
栲
の
袴
を
、
七
重
（
を
）
召
し
」
に
倣
っ
て
表
記
す
る
と
、「
七
重
（
を
）

着
る
衣
」
と
な
る
。「
七
重
（
を
）
着
る
衣
」
で
は
、
21
の
第
一
の
目
的
語
で

あ
る
「
栲
の
袴
」
に
相
当
す
る
「
衣
」
と
、
動
詞
で
あ
る
「
着
る
」
と
が
直
接

に
結
合
し
て
、「
着
る
衣
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
21
の
第
二
の
目
的

語
と
同
語
で
あ
る
「
七
重
（
を
）」
が
、
22
で
は
最
初
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
21
の
「
栲
の
袴
を
、
七
重
（
を
）
召
し
」
と
い
う
表
現
を
、

動
詞
と
第
一
の
目
的
語
が
直
結
す
る
か
た
ち
に
変
形
し
た
よ
う
な
も
の
が
、
22

の
「
七
重
（
を
）
着
る
衣
」
と
い
う
表
現
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
正
反
対
に
、
22
の
表
現
を
、
以
上
で
見
た
一
般
的
な
表
現
に
変
形
す
る
と
、
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「
衣
を
、
七
重
（
を
）
着
る
」
と
な
る
か
ら
、
こ
れ
も
目
的
語
を
細
説
す
る
構

文
を
変
形
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
変
形
し
た
「
衣
を
、
七
重
（
を
）
着
る
」

が
特
に
不
自
然
な
表
現
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
に
類
似
す
る
「
夏な
つ

蚕む
し

の
蝱ひ
む
し

の

衣こ
ろ
も（

を
）
二ふ
た

重へ

着
て
」〔
紀
四九〕
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　

二
首
の
間
に
見
ら
れ
る
構
文
上
の
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
二

首
の
当
該
部
分
を
図
式
化
し
対
照
し
て
み
る
。
一
つ
め
の
目
的
語
を
Ⅰ
と
し
、

Ⅰ
に
補
足
的
な
説
明
を
加
え
た
二
つ
め
の
目
的
語
を
Ⅱ
と
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ら
の
目
的
語
を
と
る
動
詞
を　
　

で
囲
む
こ
と
に
す
る
。

　
21　
Ⅰ
栲
の
袴
を　
Ⅱ
七
重
（
を
）
召
し

　
22　
Ⅱ
七
重
（
を
）
着
る
Ⅰ
衣

　

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
21
と
同
種
の
構
文
に
は
実
例
が
多
い
。
一
方
、
そ
れ

ほ
ど
で
は
な
い
が
、
22
と
同
じ
構
文
に
属
す
る
実
例
も
い
く
つ
か
あ
る
。

　
23　

秋
風
の　

須す

恵ゑ

布ふ

伎き

奈な

婢び

久く　

波は

疑ぎ

能の

花は
な　

共
に
か
ざ
さ
ず　

相あ
ひ

か
別

れ
む 

〔
二十・
四五一五〕

　

第
三
句
ま
で
の
表
現
は
、「
秋
風
が
、
枝
葉
の
先
を
吹
き
靡
か
せ
る
萩
の
花

を
」
の
意
で
あ
る
。
第
二
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
四
段
活
用
の
「
靡
く
」
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
自
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
他
動
詞
に
は
、
下
二
段
活

用
の
「
靡
く
」
と
四
段
活
用
の
「
靡
か
す
」
と
の
二
種
が
あ
っ
て
、
自
他
の
使

い
分
け
は
概
し
て
明
確
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
歌
の
表
現
に
つ
い
て
、「
秋

風
が
そ
の
末
を
吹
き
、
そ
の
た
め
に
横
に
長
く
倒
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
」（
旧

全
集
）
の
意
だ
、
と
説
明
し
て
い
る
注
釈
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
説
明
す
る

注
釈
が
、
結
局
は
「
吹
き
靡
く
」
を
「
吹
き
な
び
か
せ
る
」
と
口
訳
し
、
ま
た

「
真ま

葛く
ず

原は
ら

名な

引び
く

秋
風
吹
く
ご
と
に
」〔
十・
二〇九六〕
の
「
靡
く
」
も
ま
た
「
な
び
か

す
」
と
口
訳
し
て
い
る
。
自
動
詞
の
「
靡
く
」
が
他
動
詞
の
「
靡
く
（
下
二

段
）」「
靡
か
す
」
に
近
い
意
味
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
23
の
歌
の
「
靡

く
」
も
そ
の
一
例
な
の
で
あ
る
。

　

第
二
句
の
「
末
」
は
「
枝
葉
の
先
」
の
意
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
三
句
「
萩
の

花
」
の
一
部
を
な
す
。「
末
（
を
）
吹
き
靡
く
萩
の
花
」
と
い
う
歌
の
表
現
で

は
、
21
の
よ
う
な
構
文
な
ら
ば
第
二
の
目
的
語
と
し
て
動
詞
の
直
前
に
置
か
れ

る
は
ず
の
「
末
」
が
、
ま
ず
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
21
の
よ
う
な
構
文

な
ら
ば
第
一
の
目
的
語
と
し
て
第
二
の
目
的
語
・
動
詞
の
前
に
置
か
れ
る
は
ず

の
「
萩
の
花
」
が
、
動
詞
の
あ
と
に
置
か
れ
て
い
る
【
23
と
同
じ
く
「
末
」
を

含
む
も
の
に
、「
紅
く
れ
な
ゐ

の
末す
ゑ

採つ
む

花は
な

の
」〔
十・
一九九三〕
と
い
う
表
現
の
例
が
あ
る
。

こ
れ
の
「
末
採つ

む
花
」
も
、
も
と
は
「
末
（
を
）
採
む
花
」
の
意
だ
か
ら
、
23

と
同
じ
構
文
の
例
で
あ
る
】。

　
23
の
歌
の
表
現
を
21
と
同
様
の
構
文
に
変
形
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。

　
23'　
（
秋
風
が
）
萩
の
花
（
を
）、
末
（
を
）
吹
き
靡
く
。
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変
形
を
加
え
た
こ
の
23'
と
実
際
の
23
と
の
関
係
も
、
図
式
化
す
る
と
、

　
23'　
Ⅰ
萩
の
花
（
を
）　
Ⅱ
末
（
を
）
吹
き
靡
く

　
23　
Ⅱ
末
（
を
）　

吹
き
靡
く
Ⅰ
萩
の
花

と
い
う
よ
う
に
な
る
。

　
22
や
23
と
同
種
の
構
文
に
は
、
ほ
か
に
、

　
24　

妹
に
逢
は
ず　

あ
ら
ば
術す
べ

無
み　

伊い

波は

祢ね

布ふ

牟む　

伊い

故こ

麻ま

乃の

山や
ま

乎を　

越

え
て
ぞ
吾
が
来
る 

〔
十五・
三五九〇〕

　
25　

秋
の
田
の　

穂
向
き
見
が
て
り　

吾
が
背
子
が　

布ふ

左さ

多た

乎を

里り

家け

流る　

乎を

美み

奈な

蔽へ

之し

香か

物も 

〔
十七・
三九四三〕

な
ど
の
例
も
あ
る
。
24
の
第
三
句
・
第
四
句
は
「
岩
根
（
を
）
踏
む
生
駒
の
山

を
」
の
意
で
あ
り
、「
岩
根
」
は
「
生
駒
の
山
」
の
一
部
で
あ
る
。「
名な

欲ほ
り

山や
ま

石い
は

踏ふ
み

平な
ら

之し

」〔
九・
一七七八〕
や
「
石い
は

踏ふ
む

山や
ま

」〔
十一・
二四二一〕
な
ど
の
表
現
が
参
考
に
な

る
。
25
の
第
四
句
の
「
ふ
さ
」
は
、「
た
く
さ
ん
」
の
意
の
副
詞
だ
と
説
明
さ

れ
る
こ
と
も
多
い
が
、「
こ
こ
は
黄
色
い
花
が
群
が
っ
て
咲
く
ヲ
ミ
ナ
ヘ
シ
の

茎
を
い
う
」（
全
集
）、「
フ
サ
は
花
や
実
な
ど
が
一
束
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

状
態
。
ま
た
そ
の
も
の
を
い
う
。
こ
こ
は
ヲ
ミ
ナ
ヘ
シ
の
花
束
を
指
す
」（
新

編
全
集
）
な
ど
の
解
説
の
よ
う
に
、
や
は
り
「
ふ
さ
」
は
名
詞
だ
と
見
る
べ
き

だ
ろ
う
。「
ふ
さ
」
は
「
を
み
な
へ
し
」
の
一
部
を
な
す
か
ら
、「
ふ
さ
（
を
）

手
折
り
け
る
を
み
な
へ
し
」
の
意
で
あ
る
。

　
24　
Ⅱ
岩
根
（
を
）
踏
む
Ⅰ
生
駒
の
山

　
25　
Ⅱ
ふ
さ
（
を
）
手
折
り
け
る
Ⅰ
を
み
な
へ
し

　
21
と
22
、
23'
と
23
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
現
代
語
に
例
を
と
っ
て
考
え
て
み

る
。
た
と
え
ば
「
野
菜
を
、
葉
を
食
べ
る
」「
家
を
、
壁
を
塗
り
か
え
た
」
な

ど
の
表
現
は
、
現
代
語
と
し
て
は
不
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

を
「
野
菜
の8

葉
を
食
べ
る
」「
家
の8

壁
を
塗
り
か
え
た
」
と
言
い
換
え
れ
ば
、

表
現
は
不
自
然
な
も
の
に
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
も
、
上
代
語
で
言
え
ば
、
目
的

語
を
細
説
す
る
構
文
に
属
す
る
例
で
あ
る
。「
葉
」
は
「
野
菜
」
の
一
部
で
あ

り
、「
壁
」
は
「
家
」
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
を
、
動
詞
の
連

体
形
が
一
つ
の
目
的
語
と
結
合
し
た
、
22
や
23
と
同
様
の
構
文
に
変
形
す
れ
ば
、

「
葉
を
食
べ
る
野
菜
」「
壁
を
塗
り
か
え
た
家
」
と
な
る
が
、
や
は
り
こ
れ
ら
の

表
現
も
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
。

　

既
出
の
例
で
い
う
と
、
12
の
「
短
き
物
を
、
端
（
を
）
切
る
」
を
、「
端

（
を
）
切
る
短
き
物
」
と
変
形
し
た
の
に
相
当
す
る
の
が
、
22
や
23
の
構
文
で

あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
14
の
「
栄
枝
を
、
五
百
経
る
（
を
）
懸
き
て
」
を
「
五

百
経
る
（
を
）
懸
く
栄
枝
」
と
変
形
し
て
み
て
も
よ
い
。
変
形
を
加
え
た
こ
れ

ら
の
表
現
は
、
構
文
的
に
も
意
味
的
に
も
奇
妙
な
も
の
で
は
な
い
。

　
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
」「
梓
弓
立
て
り
立
て
り
も
」
の
対
句
を
含
む
1

の
歌
謡
は
、
木
梨
之
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
を
め
ぐ
る
伝
説
の
末
尾
近
く
に
掲
げ
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ら
れ
て
い
る
。
同
伝
説
の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
次
の
歌
謡
も
、
一
つ
の
参

考
に
な
る
。

　
26　

あ
し
ひ
き
の　

山
田
を
作
り　

山
高
み　

下し
た

樋び

を
走わ
し

せ　

下し
た

訪ど

ひ
に

和わ

賀が

登と

布ふ

伊い

毛も

袁を　

下
泣
き
に　

和わ

賀が

那な

久く

都つ

麻ま

袁を　

今こ

夜ぞ

こ
そ
は　

安

く
肌
触
れ 

〔
記
七八〕

　
「
下し
た

訪ど

ひ
に
吾
が
訪
ふ
妹
を
、
下
泣
き
に
吾
が
泣
く
妻
を
」
は
、
用
語
を
入

れ
換
え
て
類
似
句
を
構
成
し
、
そ
れ
を
重
ね
て
対
句
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
対
句
の
あ
り
か
た
は
、

　
27　

蜻あ
き
づ
は

蛉
羽
の　

袖
振
る
妹
を　

珠た
ま
く
し
げ匣　

奥
に
念
ふ
を　

見
賜
へ
吾
が
君 

 

〔
三・
三七六〕

と
い
う
歌
の
「
蜻あ
き
づ
は

蛉
羽
の
袖
振
る
妹
を
、
珠た
ま
く
し
げ匣

奥
に
念
ふ
を
」
の
あ
り
か
た

に
類
似
す
る
。
こ
の
歌
の
場
合
は
、「
蜻
蛉
羽
の
袖
振
る
妹
を
」
を
補
足
的
に

説
明
し
た
も
の
が
「
珠
匣
奥
に
念
ふ
を
」
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
単
に
類
似

句
を
重
ね
て
目
的
語
と
し
た
と
で
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
蜻
蛉
羽
の
袖

振
る
妹
を
…
」
を
「
蜻
蛉
羽
の
袖
振
る
妹
の8

…
」
に
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は

「
珠
匣
奥
に
念
ふ
を
」
と
意
味
的
に
同
格
に
な
っ
て
し
ま
う
。
同
じ
く
二
つ
の

目
的
語
を
持
つ
よ
う
に
は
見
え
る
が
、「
蜻
蛉
羽
の
袖
振
る
妹
を
」
と
「
珠
匣

奥
に
念
ふ
を
」
と
は
対
句
で
は
な
く
、
ま
た
さ
き
に
見
た
、
目
的
語
を
細
説
す

る
諸
例
と
も
構
文
が
全
体
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
26
の
歌
謡
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
と
言
っ
た
の
は
、
そ
の
対
句
の
様
態
の
こ

と
で
は
な
い
。
前
句
・
後
句
の
末
尾
に
あ
る
二
つ
の
「
を
」
は
、「
対
象
を
表

す
格
助
詞
」（
古
典
集
成
『
古
事
記
』）
だ
か
ら
、「
…
妹
を
／
…
妻
を
」
は

「
肌
触
れ
」
の
目
的
語
だ
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
肌
触
れ
」
は

「
肌
（
に
）
触
れ
」
の
意
で
あ
り
、「
…
妹
を
／
…
妻
を
」
だ
け
で
な
く
「
肌
」

も
ま
た
「
触
れ
」
の
目
的
語
に
な
っ
て
い
る
。「
触
る
」
と
い
う
軽
太
子
の
動

作
対
象
は
、
作
者
が
「
妹
を
／
妻
を
」
と
表
現
し
て
い
る
軽
大
郎
女
の
「
肌
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、「
肌
」
は
「
妹
／
妻
」
の
体
の
一
部

を
さ
し
て
お
り
、「
触
る
」
が
と
る
第
一
の
目
的
語
で
あ
る
「
妹
／
妻
」
を
、

さ
ら
に
補
足
的
に
説
明
し
た
も
の
が
、
第
二
の
目
的
語
と
し
て
の
「
肌
」
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
構
文
は
、「
…
妹
を
／
…
妻
を
、
…
肌
（
に
）
触

れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
目
的
語
を
細
説
す
る
も
の
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

【「
…
を8

触
る
」
と
い
う
表
現
は
中
古
に
は
例
が
あ
る
が
、
上
代
の
文
献
に
は

「
…
に
触
る
」
の
例
し
か
見
あ
た
ら
な
い
】。

　

こ
の
表
現
を
「
…
妹
の8

／
…
妻
の8

」
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
れ
は
「
肌
触
る
」
の
直
前
に
「
今
夜
こ
そ
は
安
く
」
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。「
…
妹
の8

／
…
妻
の8

」
と
言
い
換
え
る
と
、「
…
妹
の8

／
…
妻
の8

今
夜

こ
そ
…
」
と
い
う
奇
妙
な
承
接
関
係
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。「
今
夜
こ
そ
は
安

く
」
が
な
け
れ
ば
、「
…
妹
の8

／
…
妻
の8

肌
（
に
）
触
れ
」
と
言
い
換
え
ら
れ

る
。
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
の
例
に
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
ま
ま
あ
る
。

　
21
と
22
、
23'
と
23
な
ど
の
関
係
に
近
い
と
判
断
さ
れ
る
の
が
、
26
の
「
…
妹
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を
／
…
妻
を
、
…
肌
（
に
）
触
れ
」
と
、
次
の
歌
の
「
新に
ひ

肌は
だ

（
に
）
触
れ
し
児こ

ろ
」
で
あ
る
。

　
28　

馬う
ま

柵せ

越ご

し　

麦
食は

む
駒
の　

は
つ
は
つ
に　

仁に

必ひ

波は

太だ

布ふ

礼れ

之し　

古こ

呂ろ

之し

可か

奈な

思し

母も 

〔
十四・
三五三七或
本
歌
〕

　
「
新
肌
」
は
「
児
ろ
」
の
体
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
さ
き
の
諸
例

に
倣
っ
て
こ
の
28
を
変
形
す
れ
ば
、「
児
ろ
を
、
新
肌
（
に
）
触
れ
き
」
と
な

る
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
「
児
ろ
の8

新
肌
（
に
）
触
れ
き
」
と
言
い
換
え
る
こ
と

も
で
き
る
。
26
と
28
の
構
文
も
、

　
26　
Ⅰ
妹
を
／
妻
を　

…
Ⅱ
肌
（
に
）
触
れ

　
28　
Ⅱ
新
肌
（
に
）　

触
れ
し
Ⅰ
児
ろ

の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
。

6

　

こ
う
見
て
き
て
、
よ
う
や
く
1
の
第
二
文
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
。

　

明
確
に
言
え
る
こ
と
は
、
第
二
文
の
、

　
1　

槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
（
を
）
も
、
梓
弓
立
て
り
立
て
り
（
を
）
も
、

後
も
取
り
見
る
思
ひ
妻
、
あ
は
れ
。

と
い
う
表
現
は
、
22
や
23
と
基
本
的
に
同
じ
構
文
に
属
す
る
も
の
だ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
名
詞
句
と
し
て
の
対
句
と
「
思
ひ
妻
」
と
の
両
方
が
、「
取
り

見
る
」
が
と
る
二
種
の
目
的
語
に
相
当
す
る
わ
け
だ
か
ら
、「
槻
弓
の
よ
う
に

横
に
な
っ
て
い
る
の
を
も
、
梓
弓
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
の
を
も
、
今
後
（
私

が
）
ず
っ
と
面
倒
を
見
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
愛
し
い
妻
よ
、
あ
あ
」
と
で

も
口
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
文
を
23'
と
同
様
の
構
文
へ
と
変
形
し
、
し
か
も
、
文
を
言
い
切
り
の
か

た
ち
に
す
れ
ば
、
次
の
1'
の
よ
う
な
表
現
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
1'　

思
ひ
妻
を

8

8

8

8

、
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
（
を
）
も
、
梓
弓
立
て
り
立
て
り

（
を
）
も
、
後
も
取
り
見
る
。

　

一
つ
の
目
的
語
で
あ
る
「
思
ひ
妻
を
」
を
、「
思
ひ
妻
の8

」
と
言
い
換
え
れ

ば
文
脈
は
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
言
い
換
え
が
可
能
で
あ
る
こ
と

が
、
第
二
文
の
表
現
が
、
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
の
一
例
で
あ
る
こ
と
を
端

的
に
示
し
て
い
る
。
作
者
が
「
思
ひ
妻
」
の
様
子
を
想
像
し
、
そ
れ
を
「
臥
や

る
臥
や
り
」「
立
て
り
立
て
り
」
の
二
種
の
状
態
に
代
表
さ
せ
て
細
説
し
た
の

が
、
第
二
文
で
あ
る
。
1'
と
1
の
場
合
も
、
次
の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
。
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1'　
Ⅰ

思
ひ
妻
（
を
）　
Ⅱ

槻
弓
の
…
（
を
）
も
梓
弓
…
（
を
）
も　

後
も

取
り
見
る

　
1　
Ⅱ
槻
弓
の
…
（
を
）
も
梓
弓
…
（
を
）
も　

後
も
取
り
見
る
Ⅰ
思
ひ
妻

　

第
二
文
で
は
、「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
、
梓
弓
立
て
り
立
て
り
も
」
は
、

名
詞
句
を
目
的
語
と
し
て
用
い
た
対
句
だ
と
い
う
の
が
、
さ
き
に
述
べ
た
本
稿

の
考
え
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
第
二
文
で
は
「
思
ひ
妻
」
が
「
取
り
見
る
」
の

目
的
語
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
対
句
を
目
的
語
だ
と
解
す
る
の
は
文
法
面

で
お
か
し
い
と
す
る
の
が
、
さ
き
に
掲
げ
た
山
口
の
異
論
の
Ａ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
第
二
文
は
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
の
一
例
で
あ
り
、
そ
れ
も
、

動
詞
の
連
体
形
と
一
つ
の
目
的
語
が
直
接
に
結
合
し
た
22
や
23
と
同
種
の
構
文

の
例
だ
か
ら
、
そ
の
異
論
は
ま
っ
た
く
無
効
で
あ
る
。

　

本
稿
の
筆
者
が
、
対
句
の
「
槻
弓
の
臥
や
る
臥
や
り
も
、
梓
弓
立
て
り
立
て

り
も
」
は
目
的
語
と
し
て
の
名
詞
句
に
な
っ
て
い
る
、
と
前
稿
で
述
べ
た
の
は
、

以
上
の
よ
う
な
諸
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
1
の
第

二
文
で
は
「
思
ひ
妻
」
が
「
取
り
見
る
」
の
目
的
語
だ
か
ら
、
対
句
が
目
的
語

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
は
お
か
し
い
、
と
い
う
山
口
に
よ
る
異

論
の
Ａ
は
、
も
と
も
と
私
見
に
対
す
る
反
証
と
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
21
と
22
、
23'
と
23
、
1
と
1'
な
ど
の
関
係
を
よ
く
見
れ
ば
、
そ
れ
は
、
反

証
で
は
な
く
、
対
句
が
目
的
語
と
し
て
の
名
詞
句
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
支

持
す
る
性
質
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
、
本
稿
の
筆
者
の
前
稿
に
も
、
不
適
切
で
あ
り
訂
正
を
要
す
る
点
が

な
く
も
な
い
。
そ
れ
は
、「
臥
や
る
臥
や
り
／
立
て
り
立
て
り
」
は
、
作
者
が

自
分
の
状
態
を
想
像
・
描
写
し
た
表
現
だ
と
考
え
た
点
で
あ
る
。
1
の
歌
謡
に

は
、
い
つ
も
「
思
ひ
妻
」
と
一
緒
に
行
動
し
よ
う
、
と
い
う
作
者
の
意
識
が
強

く
表
れ
て
い
る
と
判
断
し
、
そ
の
よ
う
な
意
識
を
反
映
す
る
か
た
ち
の
大
意
を

あ
げ
た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
取
り
見
る
」
の
目
的
語
は
、「
思
ひ
妻
」
と
「
臥
や
る
臥
や
り
／

立
て
り
立
て
り
」
の
二
種
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
思
ひ
妻
」
の
内
容
を
補

足
的
に
説
明
し
た
も
の
が
、「
臥
や
る
臥
や
り
／
立
て
り
立
て
り
」
で
あ
る
。

だ
か
ら
、「
臥
や
る
臥
や
り
／
立
て
り
立
て
り
」
は
、「
思
ひ
妻
」
の
状
態
を
、

作
者
自
身
が
い
つ
も
携
え
て
い
る
弓
に
見
立
て
て
想
像
・
描
写
し
た
表
現
だ
、

と
解
す
べ
き
だ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
点
で
訂
正
を
要
す
る
の
は
、
第
二
文
の
意
味
を
次
の
よ
う

に
理
解
し
て
い
る
山
口
も
同
じ
で
あ
る
。

私
が
槻
弓
の
よ
う
に
横
に
な
っ
て
い
る
時
も
、
梓
弓
の
よ
う
に
立
っ
て
い

る
時
も
、
後
々
も
世
話
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
愛
し
い
妻
よ
、
あ
あ
。

　

筆
者
は
前
稿
で
、
第
二
文
の
大
意
を
「
槻
弓
が
横
に
置
か
れ
る
、
そ
の
よ
う

な
共
寝
を
も
し
、
梓
弓
が
常
に
そ
ば
に
立
て
か
け
て
あ
る
よ
う
な
同
伴
を
も
し

て
、
…
」
と
い
う
現
代
語
で
あ
げ
た
が
（
既
出
）、
筆
者
の
あ
げ
た
大
意
に
関

す
る
山
口
の
発
言
も
妥
当
性
を
欠
く
【
次
の
文
に
「
右
の
訳
文
」
と
あ
る
の
は
、

筆
者
の
あ
げ
た
大
意
を
さ
す
】。
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右
の
訳
文
で
「
共
寝
を
も
し8

」「
同
伴
を
も
し8

て
」
と
動
詞
を
補
っ
た
の

は
、「
臥
や
る
臥
や
り
」「
立
て
り
立
て
り
」
を
名
詞
句
と
考
え
た
場
合
、

そ
の
名
詞
句
に
対
応
す
る
動
詞
が
原
文
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、「
名
詞
句
に
対
応
す
る
動
詞
が
原
文
に
な
い
」
と
は
も
と
も
と
考

え
て
い
な
い
。
逆
に
、「
臥
や
る
臥
や
り
／
立
て
り
立
て
り
」
と
い
う
名
詞
句

を
目
的
語
と
し
て
承
け
る
の
は
「
取
り
見
る
」
だ
、
と
前
稿
で
も
明
確
に
述
べ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
文
に
そ
の
こ
と
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る）7
（

。

一
方
、「
立
て
り
」
が
名
詞
と
し
て
の
連
用
形
で
あ
れ
ば
、「
立
て
り
立
て

り
」
は
「
臥
や
る
臥
や
り
」
と
同
様
に
「
取
り
見
る
」
の
目
的
語
と
し
て

の
名
詞
句
と
な
っ
て
い
る
と
解
す
る
し
か
な
い
か
ら
、
そ
の
点
で
対
句
の

構
成
を
並
行
的
に
説
明
で
き
る
。

　

大
意
を
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
、「
…
を
も
し
、
…
を
も
し
て
、
…
」
と
表
現

し
た
の
は
、「
名
詞
句
に
対
応
す
る
動
詞
が
原
文
に
な
い
」
か
ら
な
の
で
は
な

い
。
山
口
と
同
様
に
、「
臥
や
る
臥
や
り
／
立
て
り
立
て
り
」
は
作
者
自
身
の

状
態
を
さ
す
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
語
と
し
て
不
自
然
な
表
現

は
な
る
べ
く
少
な
く
し
、
文
脈
の
あ
り
か
た
を
明
確
な
か
た
ち
で
示
そ
う
、
と

意
図
し
た
た
め
で
あ
る
。

7

　

異
論
の
Ａ
に
続
い
て
、
Ｂ
は
成
り
立
つ
意
見
な
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

「
臥
や
る
臥
や
り
」
は
名
詞
句
で
は
な
く
副
詞
句
な
の
で
あ
り
、
終
止
形
を
反

復
し
た
「
臥
や
る
臥
や
る
」
と
連
用
形
を
反
復
し
た
「
臥
や
り
臥
や
り
」
と
が

コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
つ
ま
り
混
淆
を
起
こ
し
た
も
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が

山
口
の
解
釈
で
あ
る
。

　

終
止
形
を
反
復
し
た
﹇
泣
く
泣
く
﹈
型
の
副
詞
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在

が
研
究
者
の
間
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
連
用
形
を
反
復
し
た
﹇
泣
き

泣
き
﹈
型
の
副
詞
句
は
後
世
に
な
っ
て
か
ら
現
れ
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な

見
か
た
で
あ
る
。
し
か
し
、「
臥
や
る
臥
や
り
」
の
背
後
に
両
型
の
混
淆
が
あ

っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
山
口
は
、
当
時
は
﹇
泣
き
泣
き
﹈
型
も
存
在
し
た
と
認

め
る
べ
き
だ
と
い
う
自
身
の
判
断
を
、
Ｂ
の
意
見
を
提
示
す
る
一
つ
の
根
拠
に

し
て
い
る
。

　

混
淆
を
起
こ
し
た
類
例
と
し
て
山
口
が
あ
げ
て
い
る
の
は
、「
君
待
ち
難が
た

に

（
岐
美
麻
知
賀
多
尓
）」〔
記
二八〕、「
わ
づ
き
も
知
ら
ず
（
和
豆
肝
之
良
受
）」

〔
一・
五〕、「
汝な

を
念
ひ
か
ね
に
（
汝
乎
念
金
丹
）」〔
十一・
二六六四〕、「
生
け
る
と
も

無
し
（
伊
家
流
等
毛
奈
之
）」〔
十九・
四一七〇〕
の
四
例
で
あ
る
。「
…
難が
た

に
」
は

「
…
難が
た

く
」
と
「
…
難が
て

に
」
と
が
混
淆
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、「
わ
づ
き
」

は
「
わ
き
」
と
「
た
づ
き
」
と
が
混
淆
を
起
こ
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、

「
…
か
ね
に
」
は
「
…
か
ね
て
」
と
「
…
か
て
に
」
と
が
混
淆
し
、「
生
け
る
と
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も
無
し
」
は
、
甲
類
の
「
時と

」
を
含
む
表
現
と
乙
類
の
助
詞
「
と
」
を
含
む
表

現
が
混
淆
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

　

し
か
し
、
山
口
が
あ
げ
て
い
る
こ
の
四
例
も
、
本
当
に
そ
う
見
る
べ
き
も
の

な
の
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
。
混
淆
を
起
こ
す
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
表
現
が

別
の
表
現
の
影
響
を
受
け
て
結
果
的
に
変
形
を
こ
う
む
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
一
つ
の
表
現
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
別
の
表
現
は
、
使
用
頻
度

の
上
で
、
あ
る
程
度
の
勢
力
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
…
難が
た

に
」
の
も
と
に
な
っ
た
と
い
う
「
…
難が
た

く
」
と
「
…
難が
て

に
」
の
う
ち
、

後
者
は
『
萬
葉
集
』
に
二
十
例
ほ
ど
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
者
は
『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
も
含
め
て
一
つ
と
し
て
例
が
な
い
。
二
十
例
近
く
あ
る

「
…
難が
た

し
」
は
、
用
例
が
連
体
形
・
終
止
形
の
ど
ち
ら
か
に
限
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。「
…
が
て
に
」
と
「
…
か
ね
／
…
か
ね
て
」
と
を
合
わ
せ
て
お
び
た

だ
し
い
数
の
用
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
…
が
た
く
」
を
用
い
る
余
地
が
上
代

に
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
勿
論
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

当
時
は
連
用
形
の
「
…
が
た
く
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
皆
無
だ
っ
た
ろ
う
と

ま
で
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
萬
葉
集
』
に
用
例

の
見
え
な
い
「
…
が
た
く
」
が
、
別
の
表
現
に
影
響
を
与
え
、
結
果
的
に
変
形

ま
で
生
じ
さ
せ
た
可
能
性
は
か
な
り
低
い
、
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。「
退そ

き
へ

／
退
く
へ
」「
な
ゆ
竹
／
な
よ
竹
」「
た
づ
き
／
た
ど
き
」
な
ど
と
同
じ
く
、

「
難
」
に
も
「
が
た
／
が
て
」
の
両
形
が
あ
り
、
古
い
歌
謡
に
「
が
た
」
の
用

例
が
残
っ
た
と
解
し
て
よ
い
。

　
「
…
か
ね
に
」
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
〈
丹
〉
は
〈
手
〉
を
誤
写
し
た
も
の

だ
と
す
る
説
が
、
古
く
か
ら
あ
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
こ
こ
は
「
…
か
ね
て
」

と
あ
る
べ
き
だ
と
判
断
し
て
い
る
も
の
が
、
比
較
的
新
し
い
注
釈
に
も
少
な
く

な
い
。
し
か
し
、「
…
か
ね
に
」
が
混
淆
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
表
現
で
あ
る
可

能
性
は
、
確
か
に
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、「
…
が
て
に
」「
…
か
て
に
」

「
…
か
ね
て
」「
…
が
た
し
」
な
ど
は
、
ど
れ
も
「
…
で
き
ず
に
／
…
で
き
な

い
」
と
い
う
否
定
的
な
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
文
法

的
な
機
能
に
お
い
て
も
形
態
面
で
も
よ
く
似
た
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に

混
淆
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
意
味
・
用
法
・
形
態
の
三
つ
の
面
で

よ
く
似
た
、
こ
れ
ら
諸
語
の
間
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
も
、
こ
の
「
…

か
ね
に
」
の
例
は
、「
臥
や
る
臥
や
り
」
と
い
う
語
結
合
に
つ
い
て
考
え
る
際

の
参
考
に
は
な
ら
な
い
。

　
〈
伊い

家け

流る

等と

毛も

奈な

之し

〉
に
つ
い
て
は
、
厄
介
な
問
題
が
あ
る
。「
生
け
り8

と
も

無
し
」
と
「
生
け
る8

と
も
無
し
」
の
両
表
現
は
、『
萬
葉
集
』
に
計
十
例
あ
る
。

そ
の
「
と
」
の
音
韻
は
、
前
者
の
場
合
に
は
乙
類
の
そ
れ
で
あ
り
、
後
者
の
場

合
は
甲
類
の
そ
れ
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る）8
（

。
し
か
し
、
混
淆
を
起
こ
し
た
例

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
〈
伊
家
流
等
毛
奈
之
〉
の
〈
等
〉
は
乙
類
の
字
で
あ

り
、
唯
一
の
例
外
と
な
る
。
そ
こ
で
、
例
外
を
生
じ
た
の
は
、「
生
け
り
と
も

無
し
」
と
訓
ず
べ
き
〈
生
跡
毛
無
〉
と
い
う
よ
う
な
表
記
を
、
歌
の
作
者
が

「
生
け
る
と
も
無
し
」
と
誤
読
し
た
こ
と
に
よ
る
、
と
い
う
考
え
が
出
て
く
る
。

ま
た
、「
と
」
が
ど
の
よ
う
な
語
な
の
か
が
既
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
た

め
に
、
作
者
が
甲
乙
の
相
違
す
る
両
表
現
を
誤
解
し
た
の
だ
、
と
い
う
考
え
も

あ
る
。
原
文
を
「
生
け
り
と
…
」「
生
け
る
と
…
」
の
二
種
に
訓
じ
分
け
る
の
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は
妥
当
で
は
な
く
、
当
該
の
〈
伊
家
流
等
毛
奈
之
〉
の
例
に
基
づ
い
て
す
べ
て

の
例
を
「
生
け
る
と
も
無
し
」
と
訓
ず
べ
き
だ
、
と
い
う
意
見
さ
え
あ
る
。
結

局
、
混
淆
を
起
こ
し
た
例
と
し
て
〈
伊
家
流
等
毛
奈
之
〉
を
持
ち
出
す
の
も
、

現
在
の
研
究
段
階
で
は
不
適
切
で
あ
る
。

　

残
る
「
わ
づ
き
」
だ
が
、
ほ
か
に
例
は
な
い
。
こ
の
「
わ
づ
き
」
は
長
歌
の

冒
頭
近
く
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
歌
を
よ
く
見
る
と
、
こ
の
歌
の
末
尾
近

く
に
は
「
た
づ
き
」
も
ま
た
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
歌
の
な
か
で
、
初
め
に

混
淆
を
起
こ
し
た
語
形
を
用
い
て
お
り
、
あ
と
に
な
っ
て
一
般
的
な
語
形
を
用

い
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ
き
か
、
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
そ
の
た
め
か
、
辞
書
に
は
「
わ
づ
き
」
を
「
未
詳
」
と
す
る
も
の
が
多
い
。

『
萬
葉
集
』
に
「
た
づ
き
（
手
段
／
方
法
）」
は
十
五
例
あ
り
、「
わ
き
（
区

別
）」
は
五
例
あ
る
。
だ
か
ら
、「
た
づ
き
」
と
「
わ
き
」
が
混
淆
を
起
こ
し
て

「
わ
づ
き
」
と
な
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
可
能
性
を

支
持
す
る
根
拠
も
見
あ
た
ら
な
い
。

　

コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
も
の
と
し
て
山
口
が
あ
げ
た
四
例
に
は
、

共
通
の
性
格
が
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
君
待
ち
難が
た

に
」
と
「
汝な

を
念

ひ
か
ね
に
」
の
二
例
は
、
た
と
え
後
者
を
「
…
か
ね
て
」
の
用
例
だ
と
認
定
し

た
と
し
て
も
、「
…
で
き
ず
に
」
と
い
う
否
定
的
な
意
味
を
表
す
表
現
で
あ
る
。

「
生
け
る
と
も
無
し
」
も
ま
た
「
無
し
」
と
い
う
打
消
し
の
語
を
持
ち
、
結
局

は
「
生
き
て
い
る
心
地
が
し
な
い
」
の
意
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
残
る

「
わ
づ
き
も
知
ら
ず
」
と
い
う
句
も
同
様
で
、「
わ
づ
き
」
が
「
手
段
／
方
法
」

の
意
で
あ
っ
て
も
「
区
別
」
の
意
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
否
定
・
打
消
し
の

「
ず
」
を
含
む
句
で
あ
る
。
こ
う
し
た
共
通
の
性
格
が
見
ら
れ
る
の
は
、
四
例

の
表
現
で
は
否
定
・
打
消
し
の
意
味
に
重
点
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ほ
か
の
否

定
・
打
消
し
の
表
現
が
連
想
さ
れ
や
す
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
否
定
・
打

消
し
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
の
意
味
は
逆
転
し
て
し
ま
う
か
ら
、

表
現
主
体
の
意
識
は
そ
こ
に
向
け
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
理
由
な
の
か
も
知
れ

な
い
。
否
定
・
打
消
し
の
要
素
は
、「
臥
や
る
臥
や
り
」
に
ま
っ
た
く
認
め
ら

れ
な
い
。

　

結
局
、
混
淆
を
起
こ
し
た
類
例
と
し
て
山
口
が
あ
げ
た
表
現
は
、「
臥
や
る

臥
や
り
」
も
ま
た
同
様
の
現
象
を
起
こ
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
、
積
極
的
に

支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
B
の
混
淆
説
が
か
な
り
疑
わ
し

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

現
代
語
で
は
、「
泣
く
泣
く
別
れ
た
」「
泣
き
泣
き
あ
き
ら
め
た
」
の
よ
う
に

ど
ち
ら
の
反
復
形
も
用
い
る
。
国
語
辞
典
の
類
に
も
両
形
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

﹇
泣
く
泣
く
﹈
型
の
「
臥
や
る
臥
や
る
」
と
﹇
泣
き
泣
き
﹈
型
の
「
臥
や
り
臥

や
り
」
と
が
混
淆
し
た
も
の
だ
ろ
う
、
と
山
口
が
言
う
「
臥
や
る
臥
や
り
」
は
、

こ
の
現
代
語
の
例
で
言
え
ば
、「
泣
く
泣
き
別
れ
た
」
と
い
う
の
に
相
当
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
合
は
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
結
合
が
逆
に
な
っ
た

「
泣
き
泣
く
あ
き
ら
め
た
」
と
い
う
結
合
も
聞
か
な
い
。
終
止
形
な
ら
終
止
形
、

連
用
形
な
ら
連
用
形
と
い
う
よ
う
に
、
同
一
の
活
用
形
を
反
復
す
る
と
こ
ろ
に
、

こ
の
種
の
副
詞
句
が
持
つ
意
味
的
・
文
法
的
な
機
能
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
反
復
形
式
が
混
淆
を
起
こ
し
た
例
が
上
代
語
に
な
い
の
も
、
そ
の
意
味

で
当
然
で
あ
る
。「
畏か
し
こ

弥み
畏か
し
こ

牟む
毛も
申
し
賜
は
く
と
奏
す
」〔
日
本
後
紀
〕
と
い
う
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中
古
の
宣
命
に
見
え
る
「
恐か
し
こ

み
恐
む
も
」
は
、
混
淆
を
起
こ
し
た
﹇
泣
き
泣

く
﹈
型
の
実
例
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
撥
音
便
を

起
こ
し
た
古
い
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る）9
（

。

　

か
り
に
、﹇
泣
く
泣
く
﹈
型
と
﹇
泣
き
泣
き
﹈
型
の
混
淆
に
よ
っ
て
新
た
に

「
臥
や
る
臥
や
り
」
と
い
う
結
合
体
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、「
臥
や
る
」
の
部
分

は
終
止
形
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
臥
や
る
臥
や
り
」
は
、

﹇
終
止
形
＋
連
用
形
﹈
と
い
う
結
合
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
動
詞
に
限

ら
ず
、
活
用
語
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
結
合
す
る
こ
と
は
ご
く
稀
で
あ
る
。

動
詞
の
終
止
形
に
「
ら
し
」「
ら
む
」「
べ
し
」「
な
り
」
な
ど
の
助
動
詞
が
付

く
時
に
は
こ
の
結
合
を
と
り
う
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
で
実
際
に
連
用
形
を
持

つ
の
は
、
形
容
詞
型
活
用
の
「
べ
し
」
だ
け
で
あ
る
。
混
淆
に
よ
っ
て
で
き
た

と
い
う
「
臥
や
る
臥
や
り
」
は
、
そ
の
点
で
も
例
外
的
で
あ
る）10
（

。

注（
1
）　
「『
允
恭
記
』
の
「
臥
や
る
臥
や
り
も
」
の
解
」〔『
國
語
國
文
』
平
成
十
一
年

四
月
〕。
小
著
『
上
代
語
の
表
現
と
構
文
』（
二
〇
〇
〇
年
）
に
、
第
Ⅰ
部
第
六

章
と
し
て
収
載
し
た
。

（
2
）　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
上
代
語
構
文
論
』（
二
〇
〇
四
年
）
の
第

Ⅲ
部
第
二
章
で
言
及
し
た
。

（
3
）　

山
口
佳
紀
『
古
事
記
の
表
現
と
解
釈
』（
二
〇
〇
六
年
）
の
第
四
章
第
四
節
。

（
4
）　

た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
祝
詞
の
例
に
つ
い
て
、
構

文
・
構
文
の
あ
り
か
た
を
別
の
か
た
ち
で
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
15
の
表
現
だ
が
、「
大
木
小
木
を
」
と
「
本
末
打
ち
切
り

て
」
と
の
間
に
意
味
的
な
切
れ
め
が
あ
り
、「
大
木
小
木
を
」
が
か
か
っ
て
い

く
の
は
、「
本
末
打
ち
切
り
」
で
は
な
く
そ
れ
を
飛
び
越
え
た
さ
き
の
「
持
ち

参
り
来
て
…
」
だ
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ

の
文
脈
は
「
大
木
小
木
を
（
本
末
を
切
り
棄
て
た
う
え
で
、
残
っ
た
使
え
る
部

分
を
）
持
ち
参
り
来
て
…
」
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
い
う
可
能
性
も
想
定
で
き

る
。
ま
た
、
16
の
表
現
で
も
、「
大
船
を
」
と
「
舳
（
を
）
解
き
放
ち
艫
（
を
）

解
き
放
ち
て
」
と
の
間
に
意
味
的
な
切
れ
め
が
あ
り
、「
大
船
を
」
は
意
味
的

に
「
大
海
の
原
に
押
し
放
つ
事
の
如
く
…
」
に
か
か
る
も
の
だ
、
と
も
解
釈
で

き
る
。
そ
う
解
釈
す
れ
ば
、
文
脈
は
「
大
船
を
（
舳
を
解
き
放
ち
艫
を
解
き
放

っ
た
う
え
で
、
そ
れ
を
）
大
海
の
原
に
押
し
放
つ
事
の
如
く
…
」
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
妥
当
な
ら
ば
、
15
と
16
の
ど

ち
ら
も
目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
の
例
で
は
な
く
な
る
。

（
5
）　

目
的
語
を
細
説
す
る
構
文
に
ち
な
ん
で
言
え
そ
う
な
こ
と
は
、
実
は
も
う
一

点
あ
る
。
初
め
に
提
示
し
た
語
の
す
ぐ
あ
と
に
、
そ
れ
と
文
法
的
に
同
じ
資
格

を
持
つ
別
の
語
を
提
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
初
め
に
提
示
し
た
語
の
内
容
を

具
体
的
に
説
明
す
る
と
い
う
形
式
は
、「
…
を
」
つ
ま
り
目
的
語
を
含
む
表
現

に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
…
に
」

「
…
は
」
な
ど
の
場
合
に
も
、
同
様
の
形
式
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。

　
ａ　

み
つ
み
つ
し　

久
米
の
子
ら
が　

介か

耆き

茂も

等と

珥に　

阿あ

波は

赴ふ

珥に

破は　

臭か
み
ら韮

一ひ
と

本も
と　

其そ

の
が
本も
と　

其そ

根ね

芽め

つ
な
ぎ
て　

撃
ち
て
し
止
ま
む 

 〔
紀
一三〕

　

ｂ　

天
雲
の　

向む
か

伏ふ

す
国
の　

武も
の
の
ふ士
と　

言
は
る
る
人
は　

皇す
め
ろ
き祖
の　

神か
み

之の

御み

門か
ど

尓に　

外と
の

重へ

尓に　

立
ち
候さ
も
ら

ひ　
　

内う
ち

重の
へ

尓に　

仕つ
か
へ
ま
つ奉
り
て　

玉た
ま

葛か
づ
ら   

い
や
遠
長
く　

祖お
や

の
名
も　

継
ぎ
行
く
も
の
と
… 

〔
三・
四四三〕

　
ｃ　

そ
ら
み
つ　

山や
ま

跡と

乃の

国く
に
波は　

水み
づ
の
う
へ上
波は　

地つ
ち

往ゆ

く
如
く　

船ふ
ね
の
う
へ上
波は　

床と
こ

に

居
る
如　

大
神
の　

鎮い
は

へ
る
国
そ
… 

〔
十九・
四二六四〕

　

ｄ　

政ま
つ
り
ご
と治
波は
、
常つ
ね
の
ま
つ礼
利り
小い
さ
さ
け
き
こ
と事
波は
今
の
帝み
か
ど

行
へ
、
国あ
め
の
し
た
の家

大お
ほ
き
こ
と事

賞た
ま
ひ
も
の
つ
み罰

二ふ
た
つ
の
も
と柄
波は
朕わ
れ

行
は
む
。 

〔
二七詔
〕

　
　
　
ａ
は
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
久
米
歌
の
一
首
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に
対
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応
歌
が
あ
る
が
、
そ
ち
ら
で
は
「
垣か
き

下も
と

に
、
粟あ
は

生ふ

に
は
」
が
単
に
「
粟
生
に

は
」
と
あ
る
だ
け
で
、「
垣
下
に
」
の
句
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。『
日
本
書
紀
』

の
方
に
「
垣
下
に
」
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
誤
伝
に
よ
る
も
の
だ
ろ

う
と
い
う
意
見
や
、
次
歌
に
含
ま
れ
て
い
る
「
垣
下
に
」
が
こ
の
歌
に
混
入
し

た
の
だ
ろ
う
と
い
う
意
見
な
ど
が
あ
る
。
一
方
、
こ
の
歌
と
次
歌
が
位
置
的
に

離
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
次
歌
に
含
ま
れ
て
い
る
句
が
こ
の
歌
に
混
入
す

る
こ
と
は
考
え
が
た
い
と
し
、
こ
の
歌
に
類
似
す
る
歌
型
が
実
際
に
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
論
も
あ
る
（
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
』）。「
垣

下
に
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
よ
い
、
と
い
う
見
解
で
あ

る
。
ま
た
、「
こ
の
「
垣
下
に
」
は
衍
字
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、「
垣
根
の
辺
り

に
粟
が
生
え
て
い
る
、
そ
の
粟
生
に
」
の
圧
縮
表
現
と
見
て
お
く
」（
新
編
全

集
）
と
解
説
し
て
い
る
注
釈
も
あ
る
。
こ
の
ａ
の
表
現
や
ｂ
の
「
皇す
め
ろ
き祖

の
神
の

御
門
に
、
外と

の
重へ

に
…
、
内う
ち

の
重
に
…
」
の
ほ
か
に
も
「
…
に
、
…
に
」
の
類

例
が
あ
る
の
で
、
誤
伝
説
・
混
入
説
を
採
用
す
る
必
要
は
な
い
。
ａ
で
は
、
ま

ず
場
所
を
「
垣
下
」
と
提
示
し
、
続
い
て
、
そ
こ
に
「
粟
生
」
が
あ
る
こ
と
を

補
足
的
に
述
べ
た
の
で
は
な
い
か
。
ｂ
で
も
、
ま
ず
「
皇す
め
ろ
き祖

の
神か
み

の
御み

門か
ど

に
」

と
い
っ
て
天
皇
の
宮
城
を
提
示
し
、
続
い
て
、
そ
の
場
所
を
分
け
て
具
体
的
に

「
外
の
重
に
…
、
内
の
重
に
…
」
と
説
明
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
ｃ
の
表
現
は
、
孝
謙
天
皇
作
の
「
酒
肴
を
入
唐
使
藤
原
朝
臣
清
河
ら
に
賜
ふ

歌
」
の
前
半
部
で
あ
る
。
船
に
乗
っ
て
遠
路
を
行
く
の
も
我
が
国
の
神
が
守
っ

て
く
れ
る
か
ら
安
心
せ
よ
、
と
遣
唐
使
を
励
ま
す
表
現
で
あ
る
。
ま
ず
「
大
和

の
国
は
」
と
述
べ
、
次
に
そ
れ
を
分
け
て
「
水
の
上
は
…
、
船
の
上
は
…
」
と

具
体
的
に
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
。
ｄ
は
宣
命
の
例
で
、
初
め
に
「
政ま
つ
り
ご
と治

は
」

と
述
べ
、
す
ぐ
に
そ
の
内
容
を
二
種
に
分
け
て
具
体
的
に
「
常つ
ね
の
ま
つ
り礼

小い
さ
さ

け
き

事
は
…
、
国あ
め
の
し
た
の家
大お
ほ
き
こ
と事
賞た
ま
ひ
も
の
つ
み罰
二
つ
の
柄も
と

は
…
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
類
似
し
た
「
…
は
、
…
は
」
と
い
う
形
式
は
、
現
代
語
で
も
用
い
ら
れ

る
。

　
　
　
「
…
を
」
の
場
合
と
同
じ
く
、「
垣
下
に
」「
皇
祖
の
神
の
御
門
に
」「
大
和
の

国
は
」「
政
治
は
」
の
ど
れ
も
、「
垣
下
の8

」「
皇
祖
の
神
の
御
門
の8

」「
大
和
の

国
の8

」「
政
治
の8

」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
と
に
あ
げ
ら
れ
た

「
…
に
」「
…
は
」
の
内
容
が
、
初
め
に
提
示
さ
れ
た
「
…
に
」「
…
は
」
の
内

容
の
一
部
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。

（
6
）　
「
目
的
語
を
細
説
す
る
上
代
語
の
構
文
│
「
佐
保
河
を
朝
河
渡
り
」
の
類
│
」

〔『
國
語
國
文
』
平
成
十
九
年
十
月
〕。

（
7
）　

小
著
『
上
代
語
の
表
現
と
構
文
』
の
一
〇
二
頁
。

（
8
）　

小
論
「「
生
け
り
と
も
無
し
」
と
「
生
け
る
と
も
無
し
」
│
語
結
合
・
構
文

│
」〔『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
十
三
集
（
二
〇
〇
五
年
）〕。

（
9
）　
『
日
本
後
紀
』（
八
四
〇
年
成
立
）
所
載
の
こ
の
宣
命
は
、
弘
仁
元
（
八
一

〇
）
年
の
も
の
で
あ
る
。
有
坂
秀
世
『
上
代
音
韻
攷
』（
一
九
五
五
年
）
の
第

三
部
第
四
篇
「
音
韻
結
合
論
」
で
は
、「
畏か
し
こ

弥み
畏か
し
こ

牟む
毛も
申
し
賜
は
く
と
奏
す
」

の
部
分
に
あ
る
「
恐
み
恐
む
も
」
は
、
古
い
撥
音
便
の
例
だ
と
理
解
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
「
泣
き
泣
く
」
に
相
当
す
る
語
結
合
の
確
か
な
例
で
は

な
い
。
の
ち
の
宣
命
に
は
、「
泣
く
泣
き
」
に
相
当
す
る
か
と
も
見
ら
れ
る

「
恐
牟
恐
美
毛
（
恐
む
恐
み
も
）」
の
よ
う
な
例
も
出
て
い
る
が
、「
恐
む
」
は
後

続
の
表
現
と
の
関
係
で
音
便
化
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
中
古
の
、
し
か
も
音
便
化
し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
れ
ら
の
例
を
、

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
を
解
釈
す
る
際
の
参
考
に
す
る
の
は
、
時
代

が
隔
た
り
す
ぎ
て
い
て
無
理
で
あ
る
。

（
10
）　

だ
か
ら
、
か
り
に
「
臥
や
る
臥
や
り
」
が
混
淆
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
だ
と

し
て
も
、﹇
終
止
形
＋
連
用
形
﹈
と
い
う
例
外
的
な
結
合
を
持
つ
こ
の
表
現
は
、

当
時
よ
く
用
い
ら
れ
た
「
…
嘆
く
嘆
き
」「
…
嬥か

歌が

ふ
嬥
歌
」
な
ど
と
同
種
の

名
詞
句
に
す
ぐ
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
。
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ENGLISH SUMMARY
The expression koyaru koyarimo in the Kojiki

Takashi SASAKI

　Ancient Japanese has a sentence construction in which one verb has two 
objects, such as in the phrases sahogawa wo asakawa watari and mijikakimono 
wo hashikiru. This sentence structure is almost completely unknown among 
scholars of ancient languages.

　Sentence structures of this type often have a form in which the second 
object describes a specific detail about the content of the first object. The first 
object denotes a thing and the second object describes one aspect of the thing 
denoted. This paper clarifies the characteristics that this sentence 
construction possesses and thus presents some observations about the song 
koyaru koyarimo that appears in the Kojiki.
Key Words: ancient Japanese, two-objects, syntacs


