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論
文
要
旨

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
と
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
と
に
見
え
る
菟と

　
が
　
の

餓
野
／
刀
我
野
の

鹿
の
伝
説
を
﹆
両
伝
説
に
含
ま
れ
る
諺
に
視
点
を
置
い
て
考
え
る
。﹃
日
本
書
紀
﹄

の
﹁
鳴
く
牡し

か鹿
な
れ
や
﹆
相い

め
あ
は
せ夢

の
随ま

ま

に
﹂
と
い
う
諺
は
﹆﹁
鳴
く
鹿
で
も
な
い
の

に
﹆
夢
合
わ
せ
の
と
お
り
に
︵
な
る
︶﹂
の
意
だ
が
﹆﹁
鳴
く
﹂
と
﹁
な
れ
や
﹂
が

特
に
重
要
で
あ
る
。
当
該
伝
説
の
お
す
鹿
は
既
に
妻
を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
﹆
こ

の
諺
の
具
体
的
な
意
味
は
﹁︵
求
愛
の
た
め
に
︶
鳴
い
て
居
場
所
を
狩
人
に
知
ら

れ
や
す
い
鹿
で
は
な
い
の
に
﹆
め
す
鹿
の
夢
合
わ
せ
の
と
お
り
に
︵
人
間
に
射
殺

さ
れ
て
し
ま
う
︶﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の

﹁
刀
我
野
に
立
て
る
真ま

牡を

鹿し
か

も
﹆
夢い

め
あ
は
せ相

の
ま
に
ま
に
︵
な
る
︶﹂
と
い
う
諺
は
﹆

﹁
刀
我
野
に
立
っ
て
い
る
鹿
も
﹆
夢
合
わ
せ
の
と
お
り
に
︵
人
間
に
射
殺
さ
れ
て

し
ま
う
︶﹂
の
意
だ
が
﹆
当
時
の
文
献
に
照
ら
し
て
﹆
こ
れ
の
﹁
立
て
る
﹂
は

﹁
鳴
く
﹂
の
場
合
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
表
現
で
は
な
く
﹆
現
代
語
で
﹁
住
む
﹂

﹁
い
る
﹂
な
ど
と
い
う
の
に
同
じ
で
あ
る
。
諺
全
体
で
一
貫
し
た
内
容
を
も
た
な

い
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
﹆
そ
れ
は
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
に
見
え
る
よ
う
な
内
容
の

伝
説
を
改
変
し
た
際
に
﹆
諺
を
当
地
に
合
わ
せ
て
安
易
に
﹁
刀
我
野
に
立
て
る
﹂

と
し
た
た
め
に
﹆
不
自
然
で
無
理
の
あ
る
表
現
と
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
︻
上
代
語
﹆
活
用
語
已
然
形
﹆
菟
餓
野
﹆
鳴
く
鹿
﹆
夢
合
わ
せ
︼

一
　
﹃
日
本
書
紀
﹄
と
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
の
逸
文
と
に
見
え
る
﹆
菟と

餓が

野の

／
刀

我
野
の
鹿
を
め
ぐ
る
伝
説
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

ま
ず
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
に
見
え
る
当
該
伝
説
を
引
用
す
る
。
仁
徳
紀
三
十
八

年
七
月
の
記
事
で
あ
る
。

秋
七
月
に
﹆
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
と
皇き

さ
き后

と
﹆
高た

か

台ど
の

に
居ま

し
ま
し
て
避

あ
つ
き
こ
と
を
さ暑

り
た
ま
ふ
。

時
に
毎よ

な
よ
な夜

﹆
菟
餓
野
よ
り
鹿
の
鳴ね

聞
ゆ
る
こ
と
有
り
。
そ
の
声
﹆
寥さ

や
か亮

に

し
て
悲
し
。
共
に
可あ

は
れ怜

と
お
も
ほ
す
情

み
こ
こ
ろを

起
し
た
ま
ふ
。
月つ

ご
も
り尽

に
及い

た

り

て
﹆
鹿
の
鳴
聆き

こ

え
ず
。
爰こ

こ

に
天
皇
﹆
皇
后
に
語
り
て
曰の

た
まは

く
﹆﹁
是こ

よ
ひ夕

に

当
り
て
﹆
鹿
鳴
か
ず
。
そ
れ
﹆
何
に
由よ

り
て
な
ら
む
﹂
と
の
た
ま
ふ
。

明く
る
つ
ひ日

﹆
猪ゐ

名な
の

縣あ
が
た

の
佐
伯
部
﹆
苞お

ほ
に
へ苴

献
た
て
ま
つ

れ
り
。
天
皇
﹆
膳か

し
は
で夫

に
令

の
り
ご
とし

て
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問
ひ
て
曰
は
く
﹆﹁
か
の
苞
苴
は
何
物
ぞ
﹂
と
の
た
ま
ふ
。
対こ

た

へ
て
言ま

う

さ

く
﹆﹁
牡し

鹿か

な
り
﹂
と
ま
う
す
。
問
ひ
た
ま
は
く
﹆﹁
何い

づ
こ処

の
鹿
ぞ
﹂
と
の

た
ま
ふ
。
曰ま

う

さ
く
﹆﹁
菟
餓
野
の
な
り
﹂
と
ま
う
す
。
時
に
天
皇
﹆
以お

も
ほ為

さ
く
﹆
こ
の
苞
苴
は
必
ず
か
の
鳴
き
し
鹿
な
ら
む
と
お
も
ほ
す
。
因よ

り
て

皇
后
に
語
り
て
曰
は
く
﹆﹁
朕わ

れ

﹆
比

こ
の
ご
ろ

懐も
の

抱お
も

ひ
つ
つ
有
る
に
﹆
鹿
の
声
を
聞

き
て
慰

こ
こ
ろ
や
すむ

。
今
﹆
佐
伯
部
の
鹿
を
獲と

れ
る
日と

き夜
及
び
山
野
を
推

お
し
は
かる

に
﹆

即す
な
はち

鳴
き
し
鹿
に
当
れ
り
。
其か

の
人
﹆
朕わ

が
愛よ

み
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
し

て
﹆
適た

ま
さ
か逢

に
獼い

獲え

た
り
と
雖い

へ
ども

﹆
猶な

ほ

已や

む
こ
と
得
ず
し
て
﹆
恨う

ら
めし

き
こ
と

有
り
。
故か

れ

﹆
佐
伯
部
を
ば
皇み

や
こ居

に
近ち

か
つけ

む
こ
と
を
欲ほ

り
せ
じ
﹂
と
の
た
ま

ふ
。
乃す

な
はち

有つ
か
さ司

に
令

の
り
ご
とし

て
﹆
安あ

芸き

の
渟ぬ

田た

に
移つ

か
は郷

す
。
こ
れ
﹆
今
の
渟
田

の
佐
伯
部
の
祖お

や

な
り
。
俗

く
に
ひ
との

曰い

へ
ら
く
﹆﹁
昔
﹆
一

ひ
と
り
の
ひ
と人

有
り
て
﹆
菟
餓
に

往ゆ

き
て
﹆
野
の
中
に
宿
れ
り
。
時
に
二ふ

た
つの

鹿
﹆
傍

か
た
は
らに

臥ふ

せ
り
。
鶏あ

か
つ
き鳴

に
及

ば
む
と
し
て
﹆
牡を

鹿し
か

﹆
牝め

鹿し
か

に
語
り
て
曰
は
く
﹆﹃
吾
﹆
今こ

よ
ひ夜

夢
み
ら
く
﹆

白し
ら
し
も
さ
は

霜
多
に
降
り
て
﹆
吾
が
身
を
ば
覆お

ほ

ふ
と
。
こ
れ
﹆
何
の
祥さ

が

ぞ
﹄
と
い
ふ
。

牝
鹿
﹆
答
へ
て
曰
は
く
﹆﹃
汝い

ま
し﹆

出あ

行り

か
む
と
き
に
﹆
必
ず
人
の
為
に
射

ら
れ
て
死
な
む
。
即す

な
はち

﹆
白し

塩ほ

を
以
て
そ
の
身
に
塗
ら
れ
む
こ
と
﹆
霜
の

素し
ろ

き
が
如ご

と

く
な
ら
む
応し

る
しな

り
﹄
と
い
ふ
。
時
に
宿
れ
る
人
﹆
心
の
裏う

ち

に
異

あ
や
し

ぶ
。
未あ

け

ぼ

の

及
昧
爽
に
﹆
獵か

り

人び
と

有
り
て
牡
鹿
を
射
て
殺
し
つ
。
是こ

こ

を
以
て
﹆

時と
き
の
ひ
と人

の
諺

こ
と
わ
ざ

に
曰
く
﹆﹃
鳴
く
鹿
な
れ
や
﹆
相い

め
あ
は
せ夢

の
随ま

ま

に
﹄
と
い
ふ
﹂
と

い
へ
り
。

　

か
な
り
長
い
伝
説
だ
が
﹆
そ
れ
は
菟
餓
野
の
鹿
に
関
す
る
話
が
二
つ
続
い
て

い
る
こ
と
に
よ
る
。
前
に
置
か
れ
た
話
は
﹆
や
や
政
治
的
な
内
容
の
﹆
移
郷
と

い
う
措
置
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
が
﹆
当
地
で
鳴
い
て
い
た
鹿
に

つ
い
て
皇
后
に
自
分
の
心
情
を
吐
露
し
﹆
鹿
の
獲
物
を
宮
廷
に
献
上
し
た
佐
伯

部
を
恨
ん
で
安
芸
の
渟ぬ

田た

に
移
郷
さ
せ
た
。
そ
れ
が
﹆
渟
田
に
住
む
今
の
佐
伯

部
の
祖
だ
と
い
う
。
あ
と
の
話
は
﹆﹁
俗

く
に
ひ
との

曰い

へ
ら
く
﹂
と
し
て
引
用
さ
れ
た

民
間
伝
承
で
あ
る
。
菟
餓
野
の
お
す
鹿
が
自
分
の
見
た
夢
を
め
す
鹿
に
語
り
﹆

そ
れ
を
受
け
て
め
す
鹿
が
夢
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
そ
の
直
後
に
﹆
夢
合
わ
せ
の

と
お
り
に
お
す
鹿
が
狩
人
に
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　

二
話
の
う
ち
あ
と
の
話
が
﹆﹃
釈
日
本
紀
﹄
巻
第
十
二
に
引
用
さ
れ
た
﹆
次

の
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
の
記
事
に
酷
似
す
る
。

雄を

伴と
も

の
郡こ

ほ
り。

夢い
め

野の

あ
り
。
父お

き
な老

の
相
伝
へ
て
云い

へ
ら
く
﹆
昔む

か
し者

﹆
刀と

我が

野の

に
牡を

鹿じ
か

あ
り
き
。
そ
の
嫡

む
か
ひ
めの

牝め

鹿じ
か

は
こ
の
野
に
居
り
﹆
そ
の
妾

を
む
な
めの

牝
鹿

は
淡あ

は

路ぢ

の
国
の
野
島
に
居
り
き
。
か
の
牡
鹿
﹆
屢

し
ば
し
ば

野
島
に
往ゆ

き
て
﹆
妾

と
相
愛う

る
は

し
み
す
る
こ
と
比た

ぐ
ひな

し
。
既
に
し
て
﹆
牡
鹿
﹆
牝
鹿
の
所
に
来

宿
り
て
﹆
明
く
る
旦あ

し
た﹆

牡
鹿
﹆
そ
の
嫡

む
か
ひ
めに

語
り
し
く
﹆﹁
今こ

よ
ひ夜

夢い
め

み
ら
く
﹆

吾
が
背
に
雪
零ふ

り
お
け
り
と
見
き
。
又ま

た

﹆
す
す
き
と
曰い

ふ
草
生お

ひ
た
り
と

見
き
。
こ
の
夢
は
何
の
祥さ

が

ぞ
。﹂
と
い
ひ
き
。
そ
の
嫡
﹆
夫つ

ま

の
復ま

た

妾
を
む
な
め

の

所
に
向お

も
むか

む
こ
と
を
悪に

く

み
て
﹆
乃す

な
はち

詐い
つ
はり

相あ
は

せ
て
曰
ひ
し
く
﹆﹁
背
の
上

に
草
生
ふ
る
は
﹆
矢
﹆
背
の
上
を
射い

む
祥
な
り
。
又
﹆
雪
零
る
は
﹆
白あ

わ
し
ほ塩

を
宍し

し

に
塗
る
祥
な
り
。
汝い

ま
し﹆

淡
路
の
野
島
に
渡
ら
ば
﹆
必
ず
船
人
に
遇あ

ひ

て
﹆
海う

み

中な
か

に
射い

死こ
ろ

さ
れ
な
む
。
謹ゆ

め

﹆
な
復
往ゆ

き
そ
。﹂
と
い
ひ
き
。
そ
の
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牡
鹿
﹆
感

こ
ひ
の
お
も
ひ

恋
に
勝た

へ
ず
し
て
﹆
復ま

た

野
島
に
渡
る
に
﹆
海う

み

中な
か

に
行ふ

船ね

に

遇あ逢
ひ
て
﹆
終つ

ひ

に
射い

死こ
ろ

さ
れ
き
。
故か

れ

﹆
こ
の
野
を
名
づ
け
て
夢
野
と
い
ふ
。

俗く
に
ひ
との

説
こ
と
わ
ざに

云
へ
ら
く
﹆﹁
刀
我
野
に
立
て
る
真ま

牡を

鹿し
か

も
﹆
夢い

め
あ
は
せ相

の
ま
に

ま
に
﹂
と
い
へ
り
。

　

刀と

我が

野の

に
住
む
め
す
鹿
は
﹆
お
す
鹿
が
妾
に
逢
い
に
行
く
の
を
止
め
さ
せ
よ

う
と
し
て
﹆
偽
り
の
夢
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
し
か
し
﹆
偽
り
の
こ
と
ば
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
お
す
鹿
は
そ
の
こ
と
ば
の
と
お
り
に
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。
夢
合
わ
せ
と
い
う
も
の
の
も
つ
不
思
議
さ
と
意
外
性
と
を
﹆
前
面

に
押
し
出
し
た
話
で
あ
る
。﹁
刀
我
野
﹂
の
地
が
新
た
に
﹁
夢い

め

野の

﹂
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
﹆
お
す
鹿
の
見
た
夢
の
相
を
め
す
鹿
が
判
断
し
た
こ
と

に
も
と
づ
く
﹆
と
い
う
地
名
起
源
伝
承
で
も
あ
る
。

　

両
話
は
確
か
に
酷
似
す
る
内
容
を
も
つ
も
の
だ
が
﹆
細
か
く
見
る
と
﹆
た
が

い
に
相
違
す
る
点
も
少
な
く
な
い
。
反
面
ま
た
﹆
両
話
の
末
尾
に
は
﹆
や
は
り

夢
合
わ
せ
の
も
つ
不
思
議
さ
・
意
外
性
を
強
調
す
る
﹆
表
現
の
よ
く
似
た
諺
が

添
え
ら
れ
て
お
り
﹆
し
か
も
﹆
両
話
は
と
も
に
そ
の
諺
の
由
来
を
語
る
も
の
と

し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
﹆
両
話
の
成
立
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
﹆
そ
れ
が
直
接
の
先
後
関
係
な
の
か
﹆
そ
れ
と

も
間
接
的
な
系
統
関
係
な
の
か
は
﹆
こ
れ
と
い
っ
た
決
め
手
が
な
く
不
明
で
あ

る
。

　

さ
き
に
﹆
菟
餓
野
／
刀
我
野
の
鹿
を
め
ぐ
る
伝
説
に
つ
い
て
考
え
る
と
述
べ

た
が
﹆
本
稿
で
は
特
に
﹆
両
伝
説
の
末
尾
に
添
え
ら
れ
た
﹆

　
　

鳴
牡
鹿
矣
随
相
夢
︵
鳴
く
牡し

鹿か

な
れ
や
﹆
相い

め
あ
は
せ夢

の
随ま

ま

に
︶

　
　

刀
我
野
爾
立
留
真
牡
鹿
母
夢
相
乃
麻
爾
麻
爾
︵
刀
我
野
に
立
て
る
真ま

牡を

鹿し
か

も
﹆

夢い
め
あ
は
せ

相
の
ま
に
ま
に
︶

と
い
う
二
つ
の
諺
の
表
現
に
注
目
し
﹆
そ
れ
ら
の
表
現
の
相
違
が
も
つ
意
味
・

背
景
や
両
伝
説
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

現
在
﹆
一
般
に
用
い
ら
れ
る
﹃
日
本
書
紀
﹄﹃
風
土
記
﹄
の
注
釈
書
に
は
﹆

古
典
大
系
と
新
編
古
典
全
集
の
二
種
が
あ
る
。
以
下
の
論
述
で
は
﹆
本
文
・
訓

読
文
の
典
拠
と
し
て
古
典
大
系
を
用
い
﹆
必
要
に
応
じ
て
新
編
古
典
全
集
を
参

照
す
る
こ
と
に
す
る︶

1
︵

。

二
　
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
に
見
え
る
諺
の
表
現
に
つ
い
て
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄

逸
文
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
。

　

諺
の
本
文
は
﹆﹁
鳴
牡
鹿
矣
随
相
夢
﹂
の
七
字
か
ら
成
る
。
古
典
大
系
で
は
﹆

前
半
の
﹁
鳴
牡
鹿
矣
﹂
を
﹁
鳴
く
牡し

鹿か

な
れ
や
﹂
と
訓
じ
て
お
り
﹆
そ
の
﹁
…

な
れ
や
﹂
と
い
う
訓
は
﹆
平
安
時
代
に
書
写
さ
れ
た
前
田
本
に
﹁
鳴㋤

㋗

牡㋛

鹿㋕

矣㋤
㆑
㋳﹂

と
あ
る
の
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
写
本
に
﹁
…
な
れ
や
﹂
の
古
訓
が
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
﹆
少
な
く
と
も
平
安
時
代
に
は
﹆
こ
れ
が
文
脈
に
適
合
す

る
表
現
だ
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
本
文
に
含
ま
れ
る
助
字
﹁
矣
﹂
に
は
﹆
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疑
問
・
反
語
を
表
す
用
法
も
詠
嘆
を
表
す
用
法
も
と
も
に
あ
る
か
ら
﹆
そ
の
点

で
﹁
…
な
れ
や
﹂
は
可
能
な
古
訓
で
あ
る
。

　

一
方
﹆
新
編
古
典
全
集
で
は
﹆
写
本
の
古
訓
を
採
用
せ
ず
に
﹁
鳴
牡
鹿
矣
﹂

を
﹁
鳴
く
牡し

鹿か

も
﹂
と
訓
じ
て
い
る
。
こ
れ
の
﹁
…
も
﹂
は
﹆
諺
の
後
半
に
あ

る
﹁
随
﹂
を
﹁
ま
に
ま
に
﹂
と
訓
じ
た
の
と
同
じ
措
置
で
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄

逸
文
の
﹁
刀
我
野
爾
立
留
真
牡
鹿
母
﹂
を
そ
の
ま
ま
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
諺
に
適
用

し
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
は
助
詞
・
助
動
詞
が
万
葉
仮
名
で
﹁
爾
﹂﹁
留
﹂

﹁
母
﹂
と
表
記
さ
れ
て
お
り
﹆
訓
に
揺
れ
は
生
じ
な
い
か
ら
﹆
そ
れ
だ
け
訓
の

信
頼
度
は
高
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
﹆﹁
…
も
﹂
は
並
立
を
表
す
そ
れ
で
﹆

﹁︵
人
間
ば
か
り
で
な
く
︶
鳴
く
鹿
も
ま
た
﹂
の
意
で
あ
る
。

　

諺
の
後
半
は
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
本
文
に
﹁
随
相
夢
﹂
と
あ
り
﹆﹃
摂
津
国
風

土
記
﹄
逸
文
に
﹁
夢
相
乃
麻
爾
麻
爾
﹂
と
あ
る
。﹃
日
本
書
紀
﹄
の
﹁
随
﹂
字
の
場

合
﹆﹁
ま
に
ま
に
﹂
と
﹁
ま
ま
に
﹂
の
訓
の
揺
れ
は
あ
り
う
る
。
実
際
に
﹆
写

本
に
は
二
種
の
訓
が
併
記
さ
れ
て
お
り
﹆
二
訓
の
表
す
意
味
に
こ
れ
と
い
っ
た

相
違
は
な
い
。

　

し
か
し
﹆
上
代
語
に
は
﹆
韻
文
・
散
文
と
も
に
﹁
ま
に
ま
に
﹂
と
﹁
ま
に

ま
﹂
し
か
確
実
な
例
が
な
い
。﹁
ま
ま
に
﹂
は
平
安
時
代
か
ら
文
献
に
見
え
る

語
形
で
あ
り
﹆﹁
ま
に
ま
に
﹂
が
撥
音
便
化
を
起
こ
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
古
典

大
系
で
は
写
本
に
見
え
る
古
訓
を
採
用
す
る
こ
と
を
訓
読
の
方
針
と
し
て
お
り
﹆

平
安
時
代
か
ら
文
献
に
現
れ
る
﹁
ま
ま
に
﹂
の
訓
を
付
し
た
措
置
に
問
題
は
な

い
。
た
だ
し
﹆
上
代
語
と
し
て
は
﹁
ま
に
ま
に
﹂
の
訓
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
。

こ
の
訓
が
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
﹁
夢
相
乃
麻
爾
麻
爾
﹂
に
一
致
す
る
の
は
﹆

時
代
的
に
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
﹆
前
半
の
﹁
鳴
牡
鹿
矣
﹂
に
つ
い
て
﹁
鳴
く
牡
鹿
な
れ
や
﹂
の
古

訓
を
採
用
す
る
場
合
に
は
﹆﹁
…
な
れ
や
﹂
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
し
﹆
ど

の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
表
現
な
の
か
﹆
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　

助
動
詞
の
已
然
形
で
あ
る
﹁
…
な
れ
﹂
は
﹆
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
…
に
有

れ
﹂
に
由
来
す
る
新
形
で
あ
る
。
上
代
の
文
献
に
も
﹆
既
に
新
形
と
旧
形
と
の

双
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
﹆﹁
…
に
あ
れ
や
﹂﹁
…
な
れ
や
﹂
の
双
方
の
訓

が
可
能
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
な
る
と
﹆
当
然
の
こ
と
な
が
ら
新
形
が
多
く
用

い
ら
れ
る
が
﹆
旧
形
が
完
全
に
姿
を
消
す
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
ず
﹆
平
安
時
代
の
﹁
…
な
れ
や
﹂﹆
つ
ま
り
［
已
然
形
＋
や
］
と
い
う
結

合
の
用
法
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
史
料
上
の
制
約
の
た
め
か
﹆
散
文

の
例
は
見
つ
か
ら
な
い
が
﹆﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
﹁
…
な
れ
や
﹂
を
見
て
み
る

と
﹆
ほ
と
ん
ど
の
例
は
﹆

　
1　

秋
の
野
に　

置
く
白
露
は　

玉
な
れ
や　

貫
き
か
く
る　

蜘
蛛
の
糸
す

ぢ　

�

︹
四・
㆓㆓⓹︺

　
2　

思
ひ
せ
く　

心
の
う
ち
の　

滝
な
れ
や　

落
つ
と
は
見
れ
ど　

音
の
聞

こ
え
ぬ　

�

︹
⓾柒・
⓽叅₀︺

の
よ
う
に
単
な
る
疑
問
を
表
す
。
し
か
し
﹆
次
の
よ
う
な
反
語
の
例
も
あ
る
。
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3　

思
ふ
と
も　

恋
ふ
と
も
あ
は
む　

も
の
な
れ
や　

結
ふ
手
も
た
ゆ
く　

解
く
る
下
紐　

�

︹
⓾㆒・
⓹₀柒︺

　
4　

春
さ
れ
ば　

野
辺
に
ま
づ
咲
く　

見
れ
ど
あ
か
ぬ
花　

ま
ひ
無
し
に　

た
だ
名
の
る
べ
き　

花
の
名
な
れ
や　

�

︹
⓾⓽・
㆒₀₀⓼︺

　

次
に
﹆
上
代
語
で
は
﹆［
已
然
形
＋
や
］
の
ほ
か
に
［
已
然
形
＋
や
も
］
も

用
い
ら
れ
て
お
り
﹆
両
結
合
を
合
わ
せ
て
六
十
四
の
実
例
が
﹆﹃
古
事
記
﹄﹃
日

本
書
紀
﹄﹃
萬
葉
集
﹄
の
歌
及
び
﹃
続
日
本
紀
﹄
の
宣
命
に
見
え
る
。
ど
ち
ら

の
結
合
も
﹆
例
外
な
く
明
瞭
な
反
語
を
表
す
。
た
だ
し
﹆
両
結
合
の
実
例
は
﹆

こ
れ
ら
の
結
合
が
文
の
ど
の
位
置
に
現
れ
る
か
﹆
こ
れ
ら
の
結
合
の
あ
と
に
ど

の
よ
う
な
表
現
が
続
く
か
﹆
な
ど
の
視
点
か
ら
次
の
三
種
に
分
類
し
う
る︶

2
︵

︻
宣

命
の
例
が
少
な
い
の
で
﹆
韻
文
と
散
文
と
で
用
法
に
差
異
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
確
認
で
き
な
い
︼。

　

Ⅰ　
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
］
が
文
末
に
位
置
し
﹆
そ
こ
で
終
止
し
た
文
が
明

瞭
な
反
語
と
な
る
も
の
。

　

Ⅱ　
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
］
が
文
中
に
位
置
し
﹆
そ
れ
以
下
に
﹆
表
現
主
体

に
と
っ
て
信
じ
が
た
い
事
態
や
現
象
が
現
実
・
事
実
と
し
て
描
写
さ
れ
る

も
の
。

　

Ⅲ　
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
］
が
文
中
に
位
置
し
﹆
そ
れ
以
下
に
﹆
表
現
主
体

に
と
っ
て
不
本
意
な
事
態
や
意
外
な
事
態
が
推
量
の
か
た
ち
で
提
示
さ
れ

る
も
の
。

　

三
種
の
構
文
に
含
ま
れ
る
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
］
と
い
う
結
合
は
﹆
社
会

常
識
に
反
す
る
事
態
や
表
現
主
体
に
と
っ
て
意
外
な
事
態
な
ど
を
﹆﹁
…
す
る

は
ず
は
な
い
。
／
…
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。﹂︵
Ⅰ
︶﹆﹁
…
す
る
は
ず
は
な
い
の

に
﹆
…
／
…
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
に
﹆
…
﹂︵
Ⅱ
・
Ⅲ
︶
と
い
う
よ
う
に
﹆

反
語
に
よ
っ
て
否
定
的
に
提
示
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
結
果

的
に
そ
こ
に
強
い
意
外
性
や
驚
き
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
も
る
こ
と
に
な
る
︻
同

じ
係
助
詞
で
も
﹆﹁
か
／
か
も
﹂
が
已
然
形
に
付
く
場
合
に
は
﹆
反
語
で
は
な

く
﹁
…
だ
か
ら
な
の
か
﹆
…
﹂
の
意
を
表
し
﹆
あ
り
う
る
事
態
が
生
じ
た
理
由

を
推
測
す
る
も
の
と
な
る︶

3
︵

。
し
た
が
っ
て
﹆
両
形
式
は
厳
密
に
区
別
し
て
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︼。

　

Ⅰ
～
Ⅲ
の
構
文
に
属
す
る
歌
を
﹆
一
首
ず
つ
引
用
し
て
お
く
。

　
5　

た
ま
き
は
る　

内
の
朝あ

臣そ

が　

腹は
ら

内ぬ
ち

は　

小い
さ
ご石

阿あ

例れ

椰や　

い
ざ
闘あ

は
な

吾
は　

�

︹
紀
㆓⓼︺

　
6　

潮
満
て
ば　

入
り
ぬ
る
礒
の　

草
有な

れ

哉や　

見
ら
く
少
な
く　

恋
ふ
ら
く

の
多
き　

�

︹
柒・
㆒叅⓽四︺

　
7　

石
倉
の　

小
野
ゆ
秋
津
に　

発た

ち
渡
る　

雲
に
し
も
在あ

れ

哉や　

時
を
し
待

た
む　

�

︹
柒・
㆒叅⓺⓼︺

　

こ
れ
ら
三
首
の
歌
を
具
体
的
な
例
と
し
て
取
り
上
げ
﹆
Ⅰ
～
Ⅲ
の
構
文
の
用

法
・
特
徴
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
﹆
そ
の
要
点
に
つ
い
て
次
に
解
説
す
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る
。

　

Ⅰ　
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
。］
と
い
う
結
合
で
終
止
し
た
文
は
﹆
社
会
常
識

に
反
す
る
事
態
や
表
現
主
体
に
と
っ
て
信
じ
が
た
い
既
定
の
事
態
が
﹆
反

語
で
否
定
的
に
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
あ
と
に
別
の
文
が
置
か
れ
た
も
の
が

十
例
ほ
ど
あ
る
が
﹆
そ
の
別
の
文
は
﹆﹁
…
だ
か
ら
﹆
…
﹂
と
い
う
順
接

的
な
意
味
関
係
で
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
。］
に
続
き
﹆
か
つ
﹆
希
求
・

勧
誘
を
表
す
助
詞
﹁
な
﹂
や
助
動
詞
﹁
む
﹂﹁
べ
し
﹂
で
終
止
す
る
の
を

原
則
と
す
る
。
つ
ま
り
﹆
そ
の
際
の
こ
の
構
文
全
体
は
﹆﹁
…
す
る
は
ず

は
な
い
／
…
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
だ
か
ら
﹆
…
し
よ
う
／
…
す
る
の
が

よ
い
﹂
と
い
う
文
脈
を
構
成
す
る
。

　

右
の
5
の
歌
で
言
う
と
﹆﹁
内
の
朝あ

臣そ

が
腹
内
は
小
石
あ
れ
や
﹂
と
い

う
表
現
は
﹆
体
内
に
﹁
小
石
﹂
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
い
う
﹆
常
識
に
反
す

る
事
態
を
否
定
的
に
提
示
し
て
反
語
と
し
た
も
の
で
あ
り
﹆﹁
だ
か
ら
﹂

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
﹁
い
ざ
闘
は
な
﹆
吾
は
﹂
と
い
う
希
求
表
現
を
導

く
﹆
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

　

Ⅱ　
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹆
…
］
と
い
う
結
合
は
﹆﹁
…
す
る
は
ず
は
な
い

の
に
﹆
…
／
…
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
に
﹆
…
﹂
と
い
う
意
味
の
反
語
と

な
り
﹆
そ
れ
以
下
の
部
分
に
は
﹆［
已
然
形
＋
や
／
や
も
］
ま
で
の
部
分

で
提
示
し
た
事
態
と
は
相
容
れ
な
い
﹆
信
じ
が
た
い
事
態
が
事
実
と
し
て

驚
き
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
る
。
そ
の
際
﹆﹁
や
﹂
の
統
制
力
つ
ま
り
﹁
係

り
﹂
の
力
が
文
末
に
ま
で
及
ぶ
た
め
に
﹆
そ
れ
以
下
に
く
る
表
現
の
末
尾

に
位
置
す
る
活
用
語
は
﹆﹁
結
び
﹂
と
し
て
連
体
形
と
な
る
。

　
6
の
歌
で
は
﹆
作
者
に
と
っ
て
相
手
が
﹁
潮
満
て
ば
入
り
ぬ
る
礒
の

草
﹂
で
な
い
こ
と
は
自
明
だ
が
﹆
し
か
し
﹆
実
際
に
そ
う
で
あ
る
か
の
よ

う
に
﹁︵
相
手
を
︶
見
ら
く
少
な
く
﹆
恋
ふ
ら
く
の
多
き
﹂
と
い
う
状
況

に
ず
っ
と
作
者
は
置
か
れ
て
い
る
。﹁
…
な
れ
や
﹂
の
本
文
で
あ
る
﹁
有

哉
﹂
は
﹆﹁
…
に
あ
れ
や
﹂
と
い
う
旧
形
と
し
て
も
訓
じ
う
る
も
の
だ
が
﹆

歌
末
の
原
文
は
﹆﹁
や
﹂
に
応
じ
て
﹁
多お

ほ
し
き寸

﹂
と
い
う
連
体
形
に
な
っ
て

い
る
。

　

Ⅲ　
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹆
…
］
と
い
う
結
合
は
﹆
Ⅱ
の
場
合
と
ま
っ
た
く

同
様
に
﹆﹁
…
す
る
は
ず
は
な
い
の
に
﹆
…
／
…
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の

に
﹆
…
﹂
と
い
う
意
味
の
反
語
と
な
り
﹆
そ
れ
以
下
の
部
分
で
は
﹆［
已

然
形
＋
や
／
や
も
］
ま
で
の
部
分
で
提
示
し
た
事
態
と
は
相
容
れ
な
い
事

態
が
﹆
意
外
な
こ
と
と
し
て
推
量
の
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
﹆

［
已
然
形
＋
や
／
や
も
］
よ
り
あ
と
の
表
現
は
﹆﹁
ど
う
し
て
…
…
だ
ろ
う

か
﹂
と
い
う
原
因
・
理
由
を
問
う
も
の
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
構
文

の
場
合
も
﹆﹁
や
﹂
の
統
制
力
が
文
末
に
ま
で
及
ぶ
か
ら
﹆
そ
れ
以
下
に

く
る
表
現
の
末
尾
に
位
置
す
る
活
用
語
は
﹆﹁
結
び
﹂
と
し
て
連
体
形
と

な
る
。

　
7
の
歌
で
は
﹆
作
者
は
自
分
が
﹁
石
倉
の
小
野
ゆ
秋
津
に
発
ち
渡
る

雲
﹂
な
ど
で
は
な
い
こ
と
﹆
つ
ま
り
﹆
い
つ
ま
で
も
の
ん
び
り
と
逢
会
の

機
会
を
待
ち
続
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
﹆﹁︵
そ
れ

な
の
に
﹆
い
つ
ま
で
も
こ
う
し
て
︶
機
会
を
待
つ
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
﹂
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と
い
っ
て
焦
燥
感
を
表
明
す
る
﹆
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
歌
末

の
﹁
む
﹂
が
連
体
形
で
あ
る
こ
と
は
﹆
同
じ
く
Ⅲ
の
構
文
に
属
す
る

﹁
憑た

の
め
や
き
み

也
君
之が

吾わ

之が

名な

告の
り

兼け
む

﹂︹
⓾㆒・
㆓⓺叅⓽︺
や
﹁
乳ち

飲の
め

哉や

君き
み

之が

於お

毛も
も
と
む
ら
む

求
覧
﹂

︹
⓾㆓・
㆓⓽㆓⓹︺
な
ど
に
助
詞
﹁
が
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

　

長
く
な
っ
た
が
﹆
以
上
が
上
代
の
文
献
に
見
え
る
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
］

の
用
法
・
特
徴
で
あ
る
。
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
﹆
諺
の
前
半
の
﹁
鳴
く
牡

鹿
な
れ
や
﹂
は
﹆
言
う
ま
で
も
な
く
右
の
Ⅱ
に
属
す
る
表
現
で
あ
る
。

　

諺
の
後
半
﹁
相い

め
あ
は
せ夢

の
随ま

に
まに

﹂
は
途
中
で
文
を
言
い
さ
し
た
か
た
ち
の
も
の
で

あ
り
﹆
Ⅱ
の
実
例
の
文
末
に
位
置
す
る
は
ず
の
活
用
語
の
連
体
形
は
省
略
さ
れ

て
い
る
。
訓
読
文
で
は
あ
る
が
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
の
﹁
射
ら
れ
て
死
な

む
﹂
や
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
﹁
射い

死こ
ろ

さ
れ
な
む
﹂
な
ど
の
表
現
を
参
考

に
し
て
﹆
連
体
形
を
含
む
表
現
を
補
う
と
す
れ
ば
﹆﹁
射
ら
え
て
死
ぬ
る
﹂﹁
射

殺
さ
る
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
﹆
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
に
な
る
だ

ろ
う
。﹁
相
夢
の
随
に
︵
射
ら
え
て
死
ぬ
る
／
射
殺
さ
る
る
︶﹂
と
い
う
の
は
﹆

ま
っ
た
く
信
じ
が
た
い
こ
と
で
は
あ
る
が
﹆
動
か
し
が
た
い
既
定
の
事
態
で
あ

る
。
こ
れ
は
Ⅱ
の
用
法
・
特
徴
に
合
致
す
る
。

　

結
局
﹆
上
代
の
﹁
鳴
く
牡し

鹿か

な
れ
や
﹆
相い

め
あ
は
せ夢

の
随ま

に
まに

﹂
と
い
う
諺
は
﹆
六
十

四
に
及
ぶ
実
例
か
ら
見
て
﹆﹁
鳴
く
お
す
鹿
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
に
﹆
夢
合

わ
せ
の
と
お
り
に
︵
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︶﹂
と
い
う
意
味
の
も
の
だ
﹆
と
結

論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
が
養
老
四
年
に
成
立
す
る
と
﹆
す
ぐ
に
そ
の
講
書
が
始
め
ら

れ
た
と
い
う
。﹁
養
老
﹂﹁
養
老
説
﹂
な
ど
の
注
記
を
も
つ
﹆
万
葉
仮
名
・
片
仮

名
の
訓
注
が
古
写
本
に
散
見
し
﹆
そ
れ
は
講
書
の
際
の
訓
を
伝
え
る
も
の
だ
ろ

う
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
前
田
本
の
﹁
鳴㋤

㋗

牡㋛

鹿㋕

矣㋤
㆑
㋳﹂

も
ま
た
﹆

上
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
訓
が
片
仮
名
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
﹆［
已
然
形
＋
や
］
が
平
安
時
代
に
な
っ
て
も
反
語
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
﹆
上
代
の
訓
が
﹆
諺
に
残
る
や
や
古
い
語
法
と
し
て
﹆

改
易
を
経
ず
に
保
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

三
　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
と
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文

の
伝
説
に
付
さ
れ
た
二
つ
の
諺
に
注
目
し
﹆
そ
れ
ら
の
表
現
の
相
違
が
も
つ
意

味
・
背
景
に
検
討
を
加
え
た
う
え
で
﹆
両
伝
説
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
と
い

う
こ
と
が
﹆
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

め
す
鹿
が
夢
合
わ
せ
を
行
っ
た
と
お
り
に
お
す
鹿
が
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
﹆

と
い
う
二
つ
の
話
を
比
較
す
る
と
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
よ
り
も
﹃
摂
津
国

風
土
記
﹄
逸
文
の
伝
説
が
﹆
字
数
に
お
い
て
ず
っ
と
多
い
。
訓
読
文
で
は
な
く
﹆

本
文
を
構
成
す
る
字
数
を
数
え
る
と
﹆
前
者
の
﹁
昔
有
一
人
往
菟
餓
︵
昔
﹆

一ひ
と
り
の
ひ
と人

有
り
て
﹆
菟
餓
に
往ゆ

き
て
︶﹂
以
下
の
記
述
が
一
〇
五
字
か
ら
成
り
﹆

後
者
の
﹁
昔
者
刀
我
野
有
牡
鹿
︵
昔
者
﹆
刀
我
野
に
牡
鹿
あ
り
き
︶﹂
以
下
の

記
述
は
一
八
五
字
か
ら
成
る
。
字
数
が
多
い
だ
け
﹆
後
者
の
内
容
が
複
雑
に
な
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っ
て
い
る
。

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
短
い
伝
説
に
は
﹆
海
を
隔
て
た
地
に
住
む
妾
の
鹿
は
登
場

し
な
い
か
ら
﹆
お
す
鹿
が
海
を
渡
っ
て
妾
に
逢
い
に
行
く
と
い
う
設
定
は
な
い
。

ま
た
﹆
同
書
に
は
﹆
す
す
き
が
体
に
生
え
て
い
た
と
い
う
夢
の
内
容
も
﹆
お
す

鹿
が
妾
に
逢
い
に
行
く
の
を
嫌
っ
た
め
す
鹿
が
偽
り
の
夢
合
わ
せ
を
行
っ
た
と

い
う
内
容
も
﹆
と
も
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
﹆
伝
説
が
﹁
夢
野
﹂
と
い

う
地
名
の
起
源
を
語
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
な
い
。

　

両
話
の
う
ち
﹆
ど
ち
ら
の
話
が
先
に
で
き
た
の
か
。
時
代
的
に
は
﹃
日
本
書

紀
﹄
の
成
立
が
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
の
そ
れ
よ
り
も
先
だ
か
ら
﹆
前
者
に
見
え

る
よ
う
な
短
い
伝
説
が
先
に
あ
り
﹆
後
者
に
見
え
る
よ
う
な
長
い
伝
説
が
あ
と

に
で
き
た
﹆
と
い
う
見
か
た
が
一
般
的
に
は
あ
り
う
る
。
一
方
﹆﹃
摂
津
国
風

土
記
﹄
逸
文
の
伝
説
は
在
地
の
民
間
伝
承
で
あ
り
﹆
そ
れ
が
﹃
日
本
書
紀
﹄
の

編
纂
時
に
採
用
さ
れ
た
﹆
と
い
う
見
か
た
も
実
際
に
あ
る
。

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
に
は
な
く
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
だ
け
に
あ
る
記

述
を
見
て
い
る
と
﹆
二
つ
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
そ
の
記
述
と
は
﹆
古
典
大

系
の
訓
読
文
で
い
う
と
﹆
お
す
鹿
が
見
た
夢
の
内
容
を
描
写
し
た
次
の
部
分
で

あ
る
。

　
　

吾
が
背
に
雪
零ふ

り
お
け
り
と
見
き
。
又ま

た

﹆
す
す
き
と
曰い

ふ
草
生お

ひ
た
り
と

見
き
。

　

こ
の
記
述
に
か
か
わ
る
二
つ
の
疑
問
と
は
﹆

　

Ａ　

お
す
鹿
が
ま
ず
矢
を
射
ら
れ
て
死
に
﹆
あ
と
で
塩
を
肉
に
ま
ぶ
さ
れ
て

調
理
さ
れ
る
﹆
と
い
う
の
が
事
の
順
序
で
あ
る
。
し
か
し
﹆
お
す
鹿
は
﹆

塩
を
象
徴
す
る
雪
の
こ
と
を
先
に
語
り
﹆
矢
を
象
徴
す
る
す
す
き
の
こ
と

を
あ
と
で
語
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

　

Ｂ　

こ
こ
が
﹆﹁
…
…
と
見
﹆
…
…
と
見
き
。﹂
あ
る
い
は
﹁
…
…
置
き
﹆

…
…
と
見
き
。﹂
と
い
う
一
続
き
の
文
に
な
っ
て
お
ら
ず
﹆﹁
…
…
と
見
き
。

…
…
と
見
き
。﹂
と
い
う
﹆
同
じ
形
式
を
も
つ
二
つ
の
文
か
ら
成
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
で
は
﹆
お
す
鹿
は
﹆
す
す
き
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
語

ら
ず
﹆
た
だ
﹁
白し

ら
し
も
さ
は

霜
多
に
降
り
て
﹆
吾
が
身
を
ば
覆お

ほ

ふ
﹂
と
語
る
だ
け
で
あ
る
。

勿
論
﹆
す
す
き
に
関
す
る
内
容
を
も
含
む
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
方
が
﹆

語
り
か
た
と
し
て
は
丁
寧
で
あ
る
。
ま
た
﹆
体
を
覆
っ
て
い
た
と
い
う
﹆﹃
日

本
書
紀
﹄
に
見
え
る
霜
よ
り
も
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
に
見
え
る
雪
の
ほ

う
が
﹆
そ
の
量
や
冷
た
さ
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
点
で
印
象
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
を
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
﹆
Ａ
と
Ｂ
の
二
つ
の
疑
問
を
同
時
に
解
消
す

る
た
め
に
は
﹆
次
の
よ
う
に
想
定
す
れ
ば
よ
い
。

　

つ
ま
り
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
が
伝
え
る
よ
う
な
短
い
伝
説
が
先
に
あ
り
﹆
そ
れ

が
も
と
に
な
っ
て
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
よ
う
な
長
い
伝
説
が
作
ら
れ
た
。

も
と
に
な
っ
た
短
い
伝
説
に
は
﹆
お
す
鹿
が
夢
に
見
た
内
容
と
し
て
﹆
霜
が
体
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を
覆
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
し
か
な
か
っ
た
。
も
と
の
短
い
伝
説
を
﹆
よ
り
長

い
﹆
も
っ
と
も
ら
し
い
内
容
を
も
つ
も
の
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
人
物
は
﹆
ま

ず
霜
を
﹆
印
象
の
よ
り
強
い
雪
に
入
れ
換
え
た
。
次
に
﹆
既
に
あ
っ
た
﹁
吾
が

背
に
雪
零ふ

り
お
け
り
と
見
き
﹂
と
い
う
記
述
を
そ
の
ま
ま
ま
ね
る
か
た
ち
で
﹆

﹁
又ま

た

﹆
す
す
き
と
曰い

ふ
草
生お

ひ
た
り
と
見
き
﹂
と
い
う
表
現
を
新
た
に
考
え
た
。

そ
し
て
﹆
そ
の
表
現
を
﹆
雪
に
関
す
る
記
述
の
あ
と
に
付
加
し
た
﹆
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
に
見
え
る
﹆
め
す
鹿
に
よ
る
夢
合
わ
せ
の
表
現
で

は
﹆

背
の
上
に
草
生
ふ
る
は
﹆
矢
﹆
背
の
上
を
射い

む
祥さ

が

な
り
。
又
﹆
雪
零ふ

る
は
﹆

白あ
わ
し
ほ塩

を
宍し

し

に
塗
る
祥
な
り
。

と
い
う
﹆
実
際
の
順
序
に
従
っ
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
お
す
鹿
が
語
っ
た
時

の
順
序
と
﹆
め
す
鹿
が
夢
合
わ
せ
の
結
果
に
つ
い
て
語
っ
た
時
の
順
序
が
逆
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
﹆
記
述
上
の
不
整
合
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
﹆

そ
の
こ
と
は
大
き
い
問
題
で
は
な
い
。
お
す
鹿
が
夢
に
見
た
と
語
っ
た
二
つ
の

光
景
を
﹆
め
す
鹿
は
自
分
の
と
っ
さ
の
判
断
で
﹆
妾
に
逢
い
に
行
く
お
す
鹿
が

途
中
で
人
間
に
射
殺
さ
れ
﹆
そ
の
あ
と
で
調
理
さ
れ
て
塩
を
ま
ぶ
さ
れ
る
﹆
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
合
わ
せ
て
並
べ
換
え
た
﹆
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か

ら
で
あ
る
。

　
﹁
新
訂

増
補

国
史
大
系
﹂
に
よ
れ
ば
﹆﹃
釈
日
本
紀
﹄
の
伝
え
る
こ
こ
の
本
文
に
は
問

題
が
あ
る
。
つ
ま
り
﹆
お
す
鹿
が
夢
の
内
容
を
め
す
鹿
に
語
っ
た
部
分
の
後
半

で
は
﹆﹁
又
﹂
の
直
後
に
あ
る
小
字
の
部
分
が
﹁
目
都
須
久
紀
﹂
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
﹆
小
字
の
部
分
に
続
く
﹁
草
生
﹂
は
﹁
村
生
﹂
と
も
あ
り
﹆
そ
れ
に

つ
い
て
﹁
新
訂

増
補

国
史
大
系
﹂
で
は
﹁
草
﹆
原
作
村
﹆
今
従
刊
本
﹂
と
い
う
注
を
付

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
異
同
の
あ
る
本
文
を
﹆
古
典
大
系
で
は
﹆

吾
背
爾
雪
零 

於
祁
利
止
見
支
。
又
曰
須
々
紀
草
生
多
利
止
見
支 

。

と
校
訂
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
﹆
新
編
古
典
全
集
で
は
﹆
お
す
鹿
の
発
言
に
相
当
す
る
本
文

を
﹆﹁

今
夜
夢
﹆
吾
背
尓
雪
零 

於
祁
利
止
見
支
﹂。
又
曰
都
﹆﹁
須
々
紀
村
生
多
利
止
見
支
。
此

夢
何
祥
﹂。

と
い
う
か
た
ち
で
示
し
た
う
え
で
﹆
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
訓
読
し
て
い
る
。

﹁
今
夜
の
夢
に
我
が
背
に
雪
零
り
お
け
り
と
見
き
﹂
と
い
ふ
。
ま
た
曰い

ひ

つ
﹁
す
す
き
村む

ら

生
ひ
た
り
と
見
き
。
こ
の
夢
は
何
の
祥し

る
しそ

﹂
と
い
ふ
。

　

こ
れ
は
﹆
お
す
鹿
は
﹁
今
夜
の
夢
に
…
…
と
見
き
﹂
で
発
言
を
ひ
と
ま
ず
終

止
し
た
あ
と
に
﹆
ま
た
﹁
す
す
き
村
…
…
何
の
祥
そ
﹂
と
発
言
し
た
﹆
と
い
う
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理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
右
の
部
分
に
対
応
す
る
口
訳
を
見
る
と
﹆

﹁
昨
夜
の
夢
で
﹆
私
の
背
中
に
雪
が
降
り
置
く
の
が
見
ら
れ
た
。
そ
う
そ

う
﹆
ス
ス
キ
の
一
群
も
背
中
に
生
え
て
い
た
。
こ
う
い
う
変
な
夢
は
一
体

何
の
前
兆
だ
ろ
う
﹂
と
語
っ
た
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
口
訳
の
﹁
そ
う
そ
う
﹂
に
対
応
す
る
部
分
が
本
文
に
な

い
。
背
に
雪
が
降
っ
て
い
た
と
述
べ
て
す
ぐ
に
﹆
す
す
き
が
体
に
生
え
て
い
た

こ
と
も
思
い
出
し
て
そ
の
こ
と
を
補
足
し
た
﹆
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
た

め
に
﹁
そ
う
そ
う
﹂
と
い
う
表
現
を
付
加
し
た
の
だ
ろ
う
。﹁
背
中
に
生
え
て

い
た
﹂
の
﹁
背
中
に
﹂
に
対
応
す
る
部
分
も
本
文
に
な
い
が
﹆
め
す
鹿
に
よ
る

夢
合
わ
せ
の
内
容
を
先
取
り
し
﹆
表
現
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
補
入
し

た
も
の
ら
し
い
。

　

お
す
鹿
の
発
言
を
﹆﹁
又
曰
都
﹂
を
挟
ん
で
二
つ
に
分
け
る
と
い
う
新
編
古

典
全
集
の
措
置
は
﹆
前
の
発
言
が
﹁
…
見
き
。﹂
で
ひ
と
ま
ず
終
止
し
て
い
る

こ
と
﹆﹁
今
夜
夢
…
…
何
祥
﹂
の
全
体
を
一
続
き
の
発
言
だ
と
理
解
す
れ
ば

﹁
又
﹆
…
﹂
が
妨
げ
に
な
る
こ
と
﹆
こ
の
二
点
に
配
慮
し
た
う
え
で
の
も
の
だ

ろ
う
。

　
﹁
又
曰
都
﹂
の
末
尾
に
あ
る
﹁
都
﹂
は
﹆
小
字
を
用
い
た
万
葉
仮
名
で
あ
る
。

﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
伝
説
で
は
﹆
地
の
文
つ
ま
り
漢
文
の
部
分
に
は
万

葉
仮
名
を
用
い
て
い
な
い
。
お
す
鹿
の
発
言
と
諺
の
﹆
和
語
に
よ
る
表
現
だ
け

に
用
い
て
い
る
。
し
か
し
﹆
新
編
古
典
全
集
の
﹁
又
曰
都
﹂
が
地
の
文
で
あ
る

こ
と
に
は
﹆
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
そ
の
点
で
﹆
お
す
鹿
の
発
言
を
こ
の
よ
う

な
か
た
ち
で
二
つ
に
分
け
た
の
は
﹆
不
適
切
な
措
置
で
あ
る
。

　

小
字
部
分
の
﹁
目
都
﹂
を
﹆
古
典
大
系
で
は
﹁
曰
﹂
と
校
訂
し
﹆
新
編
古
典

全
集
で
は
﹁
曰
都
﹂
と
校
訂
し
た
。
確
か
に
﹆
ま
と
も
な
解
釈
が
成
立
し
な
い

﹁
目
都
﹂
を
﹆
原
文
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
古
典
大
系
の
解
説
に
は
﹆

次
の
よ
う
に
あ
る
。

﹁
都
﹂
は
﹁
須
﹂
の
誤
写
重
記
と
見
て
﹁
曰
須
々
紀
﹂
の
誤
と
す
る
。
或
は

﹁
自
野
須
々
紀
﹂︵
シ
ノ
ス
ス
キ
︶・﹁
日
耶
須
々
紀
﹂︵
カ
ヤ
ス
ス
キ
︶
の
如

き
の
誤
か
。

　
﹁
自
野
﹂﹁
日
耶
﹂
の
誤
記
だ
と
解
す
る
こ
と
は
﹆
万
葉
仮
名
の
用
法
か
ら
見

て
無
理
で
あ
り
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
﹆﹁
目
都
﹂
の
二
字
が
も
と
﹁
四
努
﹂

﹁
思
努
﹂
だ
っ
た
と
す
れ
ば
﹆﹁
目
都
須
久
紀
﹂
の
五
字
を
﹁
篠し

の

す
す
き
／
小し

の竹

す
す
き
﹂
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
﹆﹃
萬
葉
集
﹄
に
は
﹁
細し

竹の

為す

酢す

寸き

﹂

︹
柒・
㆒㆒㆓㆒︺
と
い
う
実
例
も
あ
る
。﹁
四
努
﹂﹁
思
努
﹂
は
﹆
上
代
仮
名
遣
い
の

面
で
も
問
題
が
な
い︶

4
︵

。﹁
篠
／
小
竹
﹂
で
矢
を
作
っ
た
こ
と
は
﹆﹁
八
橋
の
小し

竹の

乎を

不や

造は
が
ず
て

笶
而
﹂︹
柒・
㆒叅⓹₀︺
で
も
わ
か
る
。
ま
た
﹆
二
字
が
も
と
﹁
曰
旗
﹂
だ

っ
た
と
す
れ
ば
﹆﹁
旗は

た

須す

為す

寸き

﹂︹
㆒・
四⓹︺﹆﹁
旗は

た
す
す
き芒

﹂︹
⓾・
㆓₀⓼⓽︺
な
ど
﹁
旗
す

す
き
﹂
の
実
例
が
あ
っ
て
﹆
文
意
は
そ
れ
な
り
に
通
る
。
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四
　

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
に
見
え
る
諺
は
﹆﹁
鳴
く
お

す
鹿
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
に
﹆
夢
合
わ
せ
の
と
お
り
に
︵
射
殺
さ
れ
て
し
ま

う
︶﹂
と
い
う
意
味
の
﹆
反
語
を
含
む
表
現
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
﹆
上
代
の

文
献
に
見
え
る
六
十
四
例
の
［
已
然
形
＋
や
／
や
も
］
を
細
か
く
調
査
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
確
認
し
え
た
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
し
﹆
諺
が
そ
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
﹆
新
た
に
問
題
と

な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
﹆
諺
の
前
半
に
あ
え
て
﹁
鳴
く
お
す
鹿
で
あ
る
は

ず
も
な
い
の
に
﹂
と
い
う
反
語
を
用
い
た
理
由
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
﹆

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
﹆﹁
牡
鹿
﹂
に
付
さ
れ

た
﹁
鳴
く
﹂
と
い
う
修
飾
成
分
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

動
物
に
つ
い
て
﹁
鳴
く
﹂
と
表
現
し
た
例
は
﹆
言
う
ま
で
も
な
く
き
わ
め
て

多
数
あ
る
。
し
か
し
﹆
ほ
か
な
ら
ぬ
﹁
牡
鹿
﹂
に
つ
い
て
﹁
鳴
く
﹂
と
表
現
す

る
の
は
﹆
あ
る
特
別
な
意
味
に
お
い
て
だ
っ
た
。
実
例
を
五
首
だ
け
あ
げ
る
。

　
8　

秋
さ
ら
ば　

今
も
見
る
如ご

と　

妻つ
ま

恋ご

ひ
に　

鹿か

鳴
か
む
山
そ　

高た
か

野の

原は
ら

の

上　

 

︹
㆒・
⓼四︺

　
9　

妻
恋
ひ
に　

鹿
鳴
く
山
辺
の　

秋
萩
は　

露
霜
寒
み　

盛
り
過
ぎ
行
く

　

�

︹
⓼・
㆒⓺₀₀︺

　
10　

山
彦
の　

相あ
ひ

響と
よ

む
ま
で　

妻
恋
ひ
に　

鹿
鳴
く
山
辺
に　

独
り
の
み
し

て　

�

︹
⓼・
㆒⓺₀㆓︺

　
11　

さ
男を

鹿し
か

の　

妻
整
ふ
と　

鳴
く
声
の　

至
ら
む
極
み　

な
び
け
萩
原　

 

�

︹
⓾・
㆓㆒四㆓︺

　
12　

妹
を
思
ひ　

眠い

の
寝
ら
え
ぬ
に　

秋
の
野
に　

さ
牡を

鹿し
か

鳴
き
つ　

妻
思

ひ
か
ね
て　

�

︹
⓾⓹・
叅⓺柒⓼︺

　

こ
れ
ら
の
歌
で
は
﹆
お
す
鹿
が
鳴
く
理
由
を
﹆
そ
れ
ぞ
れ
﹁
妻
恋
ひ
に
﹂

﹁
妻
整
ふ
と
﹂﹁
妻
思
ひ
か
ね
て
﹂
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
右
に
は
﹁
鳴
く
﹂

を
用
い
た
例
だ
け
を
あ
げ
た
が
﹆﹁
さ
壮を

鹿し
か

の
妻
呼
ぶ
秋
は
…
﹂︹
⓺・
㆒₀⓹叅︺
や

﹁
妻
呼
ぶ
雄し

鹿か

の
音
の
亮さ

や
けけ

さ
﹂︹
⓾・
㆓㆒四㆒︺
そ
の
他
の
よ
う
に
﹆﹁
呼
ぶ
﹂
を

用
い
た
例
も
多
数
あ
る
。
つ
ま
り
﹆
お
す
鹿
が
声
を
あ
げ
て
鳴
く
の
は
﹆﹁
妻
﹂

つ
ま
り
め
す
鹿
を
求
め
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
﹆
そ
れ
が
当

時
の
人
々
に
共
通
す
る
認
識
で
あ
り
﹆
人
々
は
そ
う
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て

歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
有
名
な
﹆

　
13　

夕
さ
れ
ば　

小
倉
の
山
に　

鳴
く
鹿
は　

今こ
よ
ひ夜

は
鳴
か
ず　

寝い

ね
に
け

ら
し
も　

�

︹
⓼・
㆒⓹㆒㆒︺

と
い
う
舒
明
天
皇
の
歌
が
﹆
今
夜
お
す
鹿
が
鳴
か
な
い
の
は
め
す
鹿
を
獲
得
し

て
共
寝
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
﹆
と
推
測
し
た
歌
だ
と
い
う
解
説
は
﹆

﹃
萬
葉
集
﹄
の
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
に
見
え
る
︻
周
知
の
よ
う
に
﹆
同
歌
に
は

表
現
に
小
異
の
あ
る
異
伝
歌
︹
⓽・
㆒⓺⓺四︺
が
残
さ
れ
て
お
り
﹆
そ
れ
は
雄
略
天
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皇
の
作
と
さ
れ
て
い
る
︼。

　

と
こ
ろ
が
﹆
お
す
鹿
が
め
す
鹿
を
求
め
て
鳴
く
こ
と
は
﹆
一
方
で
は
そ
の
居

場
所
を
狩
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
結
果
的
に
狩
人
に
矢
を
射
ら
れ
て

し
ま
う
危
険
が
あ
る
わ
け
だ
が
﹆
そ
れ
で
も
お
す
鹿
は
鳴
か
な
い
で
は
い
ら
れ

な
い
。
そ
の
こ
と
を
詠
み
込
ん
だ
歌
も
あ
る
。

　
14　

山
の
辺
に　

い
行
く
猟さ

つ

雄を

は　

多
か
れ
ど　

山
に
も
野
に
も　

さ
を
壮し

鹿か

鳴
く
も　

�

︹
⓾・
㆓㆒四柒︺

　
15　

山
辺
に
は　

猟さ
つ

雄を

の
ね
ら
ひ　

恐か
し
こけ

ど　

牡を

鹿し
か

鳴
く
な
り　

妻
が
眼め

を

欲ほ

り　

�

︹
⓾・
㆓㆒四⓽︺

　

二
首
と
も
﹆﹁
詠
鹿
鳴
﹂
と
題
さ
れ
た
一
群
の
歌
の
な
か
に
見
え
る
も
の
で

あ
る
。
14
の
第
一
句
・
第
二
句
に
﹁
山
の
辺
に
い
行
く
猟
雄
は
﹂
と
あ
り
﹆

﹁
い
行
く
﹂
の
﹁
い
﹂
は
接
頭
辞
で
あ
る
。
こ
の
﹁
い
行
く
﹂
の
本
文
は
﹁
射い

去ゆ
く

﹂
で
あ
り
﹆
歌
意
を
明
確
に
意
識
し
て
﹁
い
﹂
に
こ
と
さ
ら
﹁
射
﹂
と
い
う

借
訓
字
を
あ
て
て
い
る
。﹁︵
獲
物
を
︶
射
る
た
め
に
山
辺
に
行
く
狩
人
﹂
と
い

う
こ
と
で
あ
り
﹆
興
味
深
い
文
字
使
い
で
あ
る
。
15
の
﹁
猟
雄
の
ね
ら
ひ
恐
け

ど
﹂
は
﹆
お
す
鹿
の
立
場
・
心
情
を
推
測
し
た
う
え
で
の
表
現
で
あ
る
。

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
も
﹃
萬
葉
集
﹄
に
も
﹆﹁
矢
を
射
ら
れ
た
鹿
﹂
と
い
う
意
味

の
﹁
射い

ゆ
鹿し

し

﹂
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。﹃
萬
葉
集
﹄
に
見
え
る
の

は
﹆

　
16　

闇
夜
な
す　

思
ひ
迷ま

と

は
ひ　

射
ゆ
鹿
の　

意こ
こ
ろを

痛
み　

葦
垣
の　

思
ひ

乱
れ
て
…　

�

︹
⓽・
㆒⓼₀四︺

　
17　

何い
づ
く所

に
か　

君
が
ま
さ
む
と　

天
雲
の　

行
き
の
ま
に
ま
に　

射
ゆ
鹿

の　

行
き
も
死
な
む
と　

思
へ
ど
も
…　

�

︹
⓾叅・
叅叅四四︺

　
18　

射
ゆ
鹿
を　

認つ
な

ぐ
河
辺
の　

和に
こ

草ぐ
さ

の　

身
の
若
か
へ
に　

さ
寝
し
児こ

ら

は
も　

�

︹
⓾⓺・
叅⓼柒四︺

の
三
例
で
﹆
矢
を
射
ら
れ
た
痛
さ
に
も
が
き
苦
し
む
鹿
や
﹆
矢
を
射
ら
れ
て
死

ん
で
し
ま
う
鹿
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
16
と
17
の
﹁
射
ゆ
鹿
の
﹂
は
﹆
そ
れ
ぞ

れ
﹁
心
を
痛
み
﹂﹁
行
き
も
死
な
む
﹂
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
。
枕
詞
と
し
て

用
い
る
ほ
ど
に
﹆
人
々
に
と
っ
て
鹿
が
痛
手
を
負
っ
た
様
子
は
印
象
の
強
い
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︻
18
の
﹁
射
ゆ
鹿
を
認つ

な

ぐ
﹂
は
﹆﹁
矢
を
射
ら
れ
た
鹿
の

足
跡
を
た
ど
っ
て
追
っ
て
行
く
﹂
の
意
で
あ
る
︼。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
て
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
に
添
え
ら
れ
た
諺
の
﹆﹁
鳴
く

牡
鹿
な
れ
や
﹂
と
い
う
前
半
が
に
な
う
意
味
・
背
景
を
﹆
伝
説
の
内
容
に
沿
っ

て
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
伝
説
の
お
す
鹿
は
既
に
め
す
鹿
を
獲

得
し
て
い
る
か
ら
﹆
め
す
鹿
を
求
め
て
鳴
く
必
要
は
な
い
。
実
際
に
も
﹆
夜
を

迎
え
た
お
す
鹿
は
﹆
鳴
く
こ
と
も
な
く
め
す
鹿
と
共
寝
を
し
た
の
だ
っ
た
。
し

か
し
﹆
鳴
く
こ
と
も
な
く
﹆
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
狩
人
に
ね
ら
わ
れ
や
す
く
も
な

か
っ
た
お
す
鹿
は
﹆
め
す
鹿
が
行
っ
た
夢
合
わ
せ
の
と
お
り
に
﹆
す
ぐ
あ
と
に

狩
人
に
矢
を
射
ら
れ
て
死
ん
だ
。
そ
れ
が
ま
さ
に
﹆﹁
鳴
く

0

0

お
す
鹿
で
も
な
い

0

0

の
に

0

0

夢
合
わ
せ
の
と
お
り
に
︵
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︶﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
り
﹆
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こ
の
諺
の
表
現
は
﹆
夢
合
わ
せ
の
も
つ
不
思
議
さ
と
意
外
性
と
を
反
語
に
よ
っ

て
強
調
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。﹁
鳴
く
﹂
と
い
う
修
飾
成
分
は
﹆
単
に
お

す
鹿
の
一
般
的
な
行
為
を
描
写
す
る
た
め
に
加
え
た
も
の
で
は
な
く
﹆
そ
れ
を

加
え
た
こ
と
に
は
特
別
で
積
極
的
な
意
図
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
﹆
伝
説
の
内
容
を
無
視
せ
ず
に
﹆
ま
た
諺
を
伝
説
か
ら
切
り
離

さ
ず
に
﹆
文
脈
に
素
直
に
従
っ
て
諺
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
﹆
諺
の

前
半
に
﹁
…
な
れ
や
﹂
と
い
う
明
瞭
な
反
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
理
由
が
よ
く

わ
か
る
。

　

こ
の
諺
は
﹆

未あ

及け

昧ぼ

爽の

に
﹆
獵か

り

人び
と

有
り
て
牡
鹿
を
射
て
殺
し
つ
。
是こ

こ

を
以
て
﹆
時と

き
の
ひ
と人

の

諺こ
と
わ
ざに

曰
く
﹆﹁
鳴
く
鹿
な
れ
や
﹆
相い

め
あ
は
せ夢

の
随ま

ま

に
﹄
と
い
ふ
。

と
い
う
か
た
ち
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
﹆
狩
人
が
お
す
鹿
を
射
殺
し
た

と
述
べ
た
直
後
に
﹆﹁
是
を
以
て
﹆
時と

き
の
ひ
と人

の
諺

こ
と
わ
ざに

曰
く
…
﹂
と
し
て
諺
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
の
﹁
是
を
以
て
﹂
は
伝
説
の
内
容
を
直
接
に
受
け
る
句
で
あ
り
﹆

そ
れ
だ
け
伝
説
と
諺
と
が
密
接
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
﹃
摂
津
国

風
土
記
﹄
逸
文
で
は
﹆
そ
の
末
尾
の
記
述
が
﹆

海う
み

中な
か

に
行ふ

船ね

に
遇あ逢
ひ
て
﹆
終つ

ひ

に
射い

死こ
ろ

さ
れ
き
。
故か

れ

﹆
こ
の
野
を
名
づ
け

て
夢
野
と
い
ふ
。
俗

く
に
ひ
との

説
こ
と
わ
ざに

云
へ
ら
く
﹆﹁
刀
我
野
に
立
て
る
真ま

牡を

鹿し
か

も
﹆

夢い
め
あ
は
せ

相
の
ま
に
ま
に
﹂
と
い
へ
り
。

と
な
っ
て
い
る
。
お
す
鹿
が
射
殺
さ
れ
た
と
述
べ
た
直
後
に
﹁
故か

れ

﹆
こ
の
野
を

名
づ
け
て
夢
野
と
い
ふ
﹂
と
説
明
し
て
お
り
﹆
そ
の
あ
と
に
﹁
俗

く
に
ひ
との

説
こ
と
わ
ざに

云

へ
ら
く
﹂
と
し
て
諺
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
で
は
伝
説
の
内
容
を
直
接
に

受
け
る
も
の
が
﹁
故
﹆
こ
の
野
を
…
﹂
に
な
っ
て
い
る
か
ら
﹆
地
名
の
起
源
を

説
明
す
る
こ
と
に
記
述
の
主
眼
が
あ
る
と
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
地
名
の
起
源

を
説
明
し
た
あ
と
に
置
か
れ
た
諺
は
付
け
足
り
に
す
ぎ
な
い
﹆
と
い
う
印
象
を

受
け
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
近
く
に
引
用
し
た
よ
う
に
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
記
述
で
は
菟
餓

野
の
鹿
に
関
す
る
話
が
二
つ
続
く
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
﹆

前
に
置
か
れ
た
話
は
﹆
菟
餓
野
で
鳴
く
お
す
鹿
の
声
に
天
皇
が
心
を
慰
め
ら
れ

て
い
た
が
﹆
鳴
き
声
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
か
ら
﹆
そ
の
お
す
鹿
だ
と
推
測
さ

れ
る
鹿
の
獲
物
を
佐
伯
部
が
宮
廷
に
献
上
し
た
の
で
﹆
天
皇
は
獲
物
を
献
上
し

た
佐
伯
部
を
恨
ん
で
皇
居
か
ら
遠
ざ
け
た
﹆
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

天
皇
は
﹁
是こ

よ
ひ夕

に
当
り
て
﹆
鹿
鳴
か
ず
。
そ
れ
﹆
何
に
由よ

り
て
な
ら
む
﹂
と

皇
后
に
語
っ
た
と
い
う
。
13
の
﹁
夕
さ
れ
ば
…
…
寝
ね
に
け
ら
し
も
﹂
と
い
う

歌
に
反
映
す
る
よ
う
な
﹆
そ
れ
ま
で
鳴
い
て
い
た
お
す
鹿
も
め
す
鹿
を
獲
得
し

て
か
ら
は
鳴
か
な
く
な
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
は
﹆
古
く
か
ら
あ
っ
た
も
の
だ

ろ
う
。
夜
ご
と
に
鳴
い
て
い
た
あ
の
鹿
は
﹆
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
も
う
め
す
鹿
を

獲
得
し
た
の
か
﹆
と
い
う
思
い
が
天
皇
の
発
言
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も

知
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
﹆
宮
廷
に
献
上
さ
れ
た
の
は
あ
の
鹿
に
違
い
な

い
と
確
信
し
た
時
の
天
皇
の
衝
撃
は
﹆
相
当
に
大
き
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
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と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

前
に
置
か
れ
た
天
皇
の
話
は
﹆
反
語
と
し
て
否
定
的
に
提
示
さ
れ
る
﹆
諺
の

﹁
鳴
く
牡
鹿
﹂
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
と
に
置
か
れ
た
夢
合
わ
せ
の
話

と
﹆
そ
の
末
尾
に
添
え
ら
れ
た
諺
へ
の
導
入
を
﹆
前
に
置
か
れ
た
話
が
あ
ら
か

じ
め
行
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
﹆
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
﹆

諺
の
﹁
鳴
く
﹂
が
も
つ
意
味
・
背
景
を
﹆
前
に
置
か
れ
た
話
の
内
容
が
予
告
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
﹆
二
つ
の
話
が
並
べ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

る
偶
然
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
か
﹆
こ
の
部
分
を
担
当
し
た
編
者
が
意
図
し
た

こ
と
な
の
か
﹆
不
明
で
あ
る︶

5
︵

。

　

さ
き
に
確
認
し
た
よ
う
に
﹆
新
編
古
典
全
集
で
は
﹆
諺
の
﹁
鳴
牡
鹿
矣
﹂
と

い
う
前
半
の
原
文
を
﹆﹁
鳴
く
牡
鹿
な
れ
や
﹂
で
は
な
く
﹁
鳴
く
牡
鹿
も
﹂
と

訓
じ
て
い
る
。
こ
の
﹁
鳴
く
牡
鹿
も
﹂
の
訓
は
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
﹆

訓
じ
か
た
に
揺
れ
の
な
い
﹁
刀
我
野
爾
立
留
真
牡
鹿
母
﹂
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た

の
だ
ろ
う
と
﹆
さ
き
に
述
べ
た
。

　

し
か
し
﹆﹁
鳴
く
牡
鹿
も
﹂
と
訓
じ
﹆﹁︵
人
間
だ
け
で
な
く
︶
鳴
く
お
す
鹿

も
ま
た
夢
合
わ
せ
の
と
お
り
に
︵
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︶﹂
と
解
釈
す
る
こ
と

に
は
﹆
大
き
い
問
題
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
は
﹆
あ
え
て
﹁
鳴
く
﹂
を
修
飾
成

分
と
し
て
加
え
た
意
図
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
﹆

伝
説
の
お
す
鹿
は
実
際
に
鳴
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
射
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
だ
か
ら
﹆
伝
説
の
内
容
と
諺
の
表
現
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
る
。

　

め
す
鹿
を
求
め
て
鳴
き
﹆
そ
の
た
め
に
狩
人
に
ね
ら
わ
れ
や
す
い
お
す
鹿
で

さ
え
夢
合
わ
せ
の
ま
ま
に
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
﹆
と
い
う
の
で
は
文
意
が
通
ら

な
い
。
め
す
鹿
を
求
め
て
鳴
く
鹿
は
射
殺
さ
れ
や
す
い
か
ら
﹆
あ
え
て
夢
合
わ

せ
を
持
ち
出
す
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

五
　

次
に
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
伝
説
に
添
え
ら
れ
た
﹆﹁
刀
我
野
に
立
て

る
真ま

牡を

鹿し
か

も
﹆
夢い

め
あ
は
せ相

の
ま
に
ま
に
﹂
と
い
う
諺
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
の
よ
う
な
話
が
先
に
あ
り
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文

の
そ
れ
が
あ
と
で
作
ら
れ
た
と
す
る
と
﹆﹁
刀
我
野
に
﹂
が
当
地
に
合
わ
せ
て

二
次
的
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
﹆

そ
れ
に
続
く
﹁
立
て
る
﹂
に
は
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
諺
に
用
い
ら
れ
た
﹁
鳴
く
﹂

の
よ
う
な
﹆
特
定
の
意
味
・
背
景
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。

　

現
代
の
我
々
が
単
純
に
考
え
れ
ば
﹆﹁
さ
雄を

鹿し
か

の
朝
伏
す
小
野
の
﹂︹
⓾・
㆓㆓⓺

柒︺
の
﹁
伏
す
﹂
と
い
う
行
為
と
は
異
な
っ
て
﹆﹁
立
つ
﹂
と
い
う
の
は
﹆
確
か

に
狩
人
に
見
つ
か
り
や
す
い
行
為
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
﹆
当
時

の
人
々
が
﹁
鹿
﹂
に
つ
い
て
﹁
立
つ
﹂
と
表
現
し
た
例
を
見
る
と
﹆﹁
立
つ
﹂

に
は
﹁
鳴
く
﹂
の
場
合
の
よ
う
な
特
定
の
意
味
・
背
景
は
な
か
っ
た
と
判
断
せ

ざ
る
を
え
な
い
。

　

実
際
に
は
﹆﹁
鹿
﹂
に
﹁
立
つ
﹂
を
用
い
た
例
は
僅
少
で
あ
り
﹆
し
か
も
﹆

狩
人
に
見
つ
か
り
や
す
い
と
い
う
意
味
・
背
景
を
に
な
う
﹁
立
つ
﹂
の
例
は
な

い
。
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19　

大や
ま
と和

辺へ

に　

君
が
発た

つ
日
の　

近
づ
け
ば　

野
に
立
つ
鹿
も　

響と
よ

み
て

そ
鳴
く　

�

︹
四・
⓹柒₀︺

　
20　

さ
を
壮し

鹿か

の　

来
立
ち
鳴
く
野
の　

秋
萩
は　

露
霜
負
ひ
て　

落ち

り
に

し
も
の
を　

�

︹
⓼・
㆒⓹⓼₀︺

　
21　

さ
を
壮
鹿
の　

朝
立
つ
野
辺
の　

秋
萩
に　

玉
と
見
る
ま
で　

置
け
る

白
露　

�

︹
⓼・
㆒⓹⓽⓼︺

　
22　

梓あ
づ
さ
ゆ
み弓　

八
つ
手た

挾ば
さ

み　

ひ
め
鏑か

ぶ
ら　

八
つ
手
挾
み　

鹿
待
つ
と　

吾
が

居
る
時
に　

さ
男
鹿
の　

来
立
ち
嘆
か
く　

た
ち
ま
ち
に　

吾
は
死
ぬ
べ

し　

大
君
に　

吾
は
仕つ

か

へ
む
…　

�

︹
⓾⓺・
叅⓼⓼⓹︺

　
23　

高た
か
ま
と円

の　

秋
野
の
上
の　

朝
霧
に　

妻
呼
ぶ
雄を

鹿し
か　

出
で
立
つ
ら
む
か

　

�

︹
㆓⓾・
四叅㆒⓽︺

　
﹁
鹿
﹂
に
用
い
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
﹁
立
つ
﹂
の
う
ち
﹆
三
例
の
﹁
立
つ
﹂
は

﹁
来
立
ち
鳴
く
﹂﹁
来
立
ち
嘆
く
﹂﹁
出
で
立
つ
﹂
な
ど
の
複
合
動
詞
を
構
成
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
複
合
動
詞
の
う
ち
﹆
20
で
は
﹁
鳴
く
﹂
が
重
要
で
あ
り
﹆

22
で
は
﹁
嘆
く
﹂
が
重
要
で
あ
る
。
19
と
21
の
﹁
立
つ
﹂
は
単
独
で
用
い
ら
れ

て
い
る
が
﹆
19
の
﹁
響と

よ

み
て
そ
鳴
く
﹂
は
﹆
め
す
鹿
を
求
め
て
お
す
鹿
が
鳴
く

と
い
う
の
で
は
な
く
﹆
大
納
言
が
何
日
か
あ
と
に
大
和
へ
出
立
す
る
の
を
﹆
残

さ
れ
る
人
々
と
同
様
に
お
す
鹿
も
悲
し
ん
で
鳴
く
﹆
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
21

の
﹁
朝
立
つ
﹂
は
﹆
め
す
鹿
と
共
寝
を
し
た
あ
と
の
お
す
鹿
の
様
子
を
描
写
し

た
も
の
だ
と
も
解
さ
れ
て
お
り
﹆
狩
人
に
見
つ
け
ら
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
と

は
無
関
係
の
表
現
で
あ
る
。
23
の
﹁
出
で
立
つ
﹂
は
﹆
確
か
に
め
す
鹿
を
求
め

て
お
す
鹿
が
鳴
く
と
い
う
状
況
で
用
い
ら
れ
た
表
現
だ
が
﹆
そ
の
こ
と
は
既
に

第
三
句
で
﹁
妻
呼
ぶ
雄を

鹿し
か

﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
﹆﹁
出
で
立
つ
﹂

は
お
す
鹿
が
﹁
や
っ
て
来
て
立
っ
て
い
る
﹂
の
意
で
し
か
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
﹆
複
合
動
詞
の
例
で
も
﹁
立
つ
﹂
は
中
心
的
な
意
味
を
表
す
も

の
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
﹁
立
つ
﹂
は
﹆
現
代
語
で
﹁
い
る
﹂
と
か

﹁
住
む
﹂
と
か
と
い
う
の
と
大
差
が
な
く
﹆﹁
立
つ
﹂
が
本
来
も
つ
語
義
す
ら
希

薄
な
の
で
あ
る
。

　
22
の
一
例
を
除
く
四
例
で
は
﹆
同
じ
歌
の
な
か
で
﹆
現
代
語
の
﹁
い
る
﹂

﹁
住
む
﹂
に
近
い
意
を
表
す
﹁
立
つ
﹂
と
﹁
野
﹂﹁
野
辺
﹂﹁
秋
野
﹂
と
が
共
存

し
て
い
る
。
諺
の
﹁
刀
我
野
に
立
て
る
真
牡
鹿
﹂
も
こ
れ
ら
と
同
様
の
表
現
で

あ
り
﹆
鹿
に
関
す
る
表
現
で
は
﹁
立
つ
﹂
と
﹁
野
﹂
と
が
結
び
付
き
や
す
か
っ

た
こ
と
を
示
す
。﹁
鳴
く
﹂
と
は
異
な
り
﹆﹁
立
て
る
﹂
が
特
別
の
意
味
・
背
景

を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
﹆
こ
れ
を
除
去
し
て
表
現
を
﹁
刀
我
野
の
真
牡

鹿
﹂
と
単
純
化
し
て
も
﹆
特
に
問
題
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
諺
が
表
す
意
味
を
考
え
て
み
る
。
以
上
で
確
認
し
た
こ
と
と
は
逆
に
﹆

﹁
立
て
る
﹂
に
﹁
鳴
く
﹂
と
同
様
の
意
味
・
背
景
が
あ
る
と
仮
定
し
た
ら
﹆
諺

が
表
す
全
体
的
な
意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
。
そ
の
よ
う
に
仮
定

し
た
場
合
に
は
﹆
野
に
立
っ
て
い
て
遠
く
か
ら
も
見
え
や
す
く
﹆
そ
れ
だ
け
狩

人
に
居
場
所
を
知
ら
れ
や
す
く
ね
ら
わ
れ
や
す
い
お
す
鹿
も
﹆
夢
合
わ
せ
の
こ

と
ば
の
と
お
り
に
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
﹆
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
﹆

そ
れ
で
は
文
意
が
通
ら
な
い
。
さ
き
に
も
述
べ
た
が
﹆
狩
人
に
居
場
所
を
知
ら

れ
や
す
い
牡
鹿
で
あ
れ
ば
﹆
夢
合
わ
せ
の
内
容
と
は
無
関
係
に
﹆
と
に
か
く
射
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殺
さ
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。﹁
刀
我
野
に
立
て
る
真
牡
鹿
も
﹂
と
そ
れ
を
承

け
る
﹁
夢
相
の
ま
に
ま
に
﹂
と
が
﹆
順
当
に
結
び
付
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

特
別
で
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
諺
に
お
け
る
﹁
鳴
く
﹂

と
は
異
な
っ
て
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
諺
に
用
い
ら
れ
た
﹁
立
て
る
﹂

と
い
う
表
現
は
﹆
お
す
鹿
が
遠
く
か
ら
見
え
や
す
く
射
殺
さ
れ
や
す
い
こ
と
を

言
う
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
﹆
こ
の
点
で
も
確
認

で
き
る
。

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
伝
説
に
添
え
ら
れ
た
諺
に
つ
い
て
﹆
前
半
を
﹁
鳴
く
牡
鹿

も
﹂
と
訓
じ
﹆﹁︵
人
間
の
よ
う
に
︶
鳴
く
お
す
鹿
も
ま
た
夢
合
わ
せ
の
と
お
り

に
︵
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︶﹂
と
解
釈
す
る
の
は
﹆
あ
え
て
﹁
鳴
く
﹂
を
修
飾

成
分
と
し
て
加
え
た
意
味
・
意
図
が
理
解
で
き
て
い
な
い
か
ら
だ
﹆
と
さ
き
に

述
べ
た
。
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
﹁
刀
我
野
に

立
て
る
真
牡
鹿
も
夢
相
の
ま
に
ま
に
﹂
と
い
う
諺
に
つ
い
て
も
言
え
る
。﹁
刀

我
野
に
立
て
る
…
﹂
と
い
う
諺
を
二
次
的
に
構
成
し
た
人
物
は
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄

の
諺
に
用
い
ら
れ
た
﹁
鳴
く
﹂
の
意
味
・
背
景
を
把
握
せ
ず
﹆
そ
れ
は
単
に
鹿

の
一
般
的
な
行
為
を
表
す
も
の
だ
と
理
解
し
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
﹆

﹁
鳴
く
﹂
を
無
造
作
に
﹆﹁︵
刀
我
︶
野
﹂
と
結
び
付
き
や
す
い
﹁
立
つ
﹂
に
変

え
た
の
だ
ろ
う
。

　
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
見
え
る
伝
説
の
よ
う
な
短
い
話
を
﹆﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
逸

文
の
よ
う
な
長
い
話
を
作
り
か
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
話
に
若
干
の
変
質
が
生

じ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
め
す
鹿
の
行
っ
た
﹁
汝い

ま
し﹆

出あ

行り

か
む
と
き
に
﹆
必

ず
人
の
為
に
射
ら
れ
て
死
な
む
﹂
と
い
う
夢
合
わ
せ
の
と
お
り
に
﹆
す
ぐ
に
お

す
鹿
が
意
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
短
い
話
は
﹆
夢
合
わ
せ
の
不
思
議
さ
と

意
外
性
と
を
全
面
に
押
し
出
し
た
話
で
あ
る
。
一
方
﹆
そ
れ
を
も
と
に
し
て
作

っ
た
と
思
わ
れ
る
長
い
話
は
﹆
お
す
鹿
が
妾
に
逢
い
に
行
く
の
を
嫌
っ
て
め
す

鹿
が
夢
合
わ
せ
を
偽
り
﹆
で
た
ら
め
の
こ
と
を
言
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹆
そ

の
と
お
り
に
お
す
鹿
が
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
﹆
こ
れ
は
﹆

不
用
意
に
夢
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
の
恐
し
さ
を
さ
ら
に
強
調
し
た
話
だ
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

六
　
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
諺
が
表
す
意
味
と
夢
見
と
の
関
係
に
つ
い
て
﹆
古
典
大
系

で
は
次
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い
る
。

﹁
鳴
く
鹿
で
も
な
い
の
に
﹆
夢
の
相
の
ま
ま
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
諺
が
当

時
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
摂
津
国
風
土
記
に
変
形
し
て
載
せ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
﹆
こ
の
説
話
が
有
名
で
﹆
鳴
く
鹿
は
夢
あ
わ
せ
の
ま
ま
に

死
ん
だ
が
﹆
そ
の
鹿
で
も
な
い
の
に
﹆
悪
い
夢
見
が
そ
の
ま
ま
実
現
し
た

と
き
に
﹆
こ
の
言
葉
を
人
人
が
口
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
﹆
新
編
古
典
全
集
で
は
﹆
さ
き
に
も
見
た
と
お
り
﹆
同
じ
諺

の
﹁
鳴
牡
鹿
矣
﹂
を
﹁
鳴
く
牡し

鹿か

も
﹂
と
訓
じ
て
い
る
。
そ
し
て
﹆
諺
全
体
を

﹁
鳴
く
鹿
も
夢
判
断
し
だ
い
だ
﹂
と
口
訳
す
る
と
と
も
に
﹆
夢
合
わ
せ
の
重
要
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さ
と
諺
が
用
い
ら
れ
た
状
況
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

夢
合
せ
に
お
い
て
﹆
牝
鹿
が
悪
い
判
断
を
し
た
の
で
牡
鹿
が
殺
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
か
ら
﹆﹁
鳴
く
鹿
も
夢
判
断
し
だ
い
だ
﹂
と
言
う
。
夢
合
せ

を
す
る
時
に
は
悪
い
方
の
合
せ
方
を
す
る
な
﹆
と
い
う
戒
め
に
使
わ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

　

諺
が
用
い
ら
れ
た
状
況
を
﹆
古
典
大
系
の
解
説
で
は
﹁
悪
い
夢
見
が
そ
の
ま

ま
実
現
し
た
と
き
に
﹂
人
々
が
こ
の
諺
を
口
に
し
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
﹆
新

編
古
典
全
集
で
は
﹁
夢
合
せ
を
す
る
時
に
は
悪
い
方
の
合
せ
方
を
す
る
な
﹆
と

い
う
戒
め
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
推
測
し
て
い
る
。
伝
説
の
内
容
自

体
が
﹆
夢
合
わ
せ
の
こ
と
ば
が
そ
の
ま
ま
現
実
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
不

思
議
さ
と
意
外
性
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
﹆
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
諺

も
ま
た
同
様
の
機
能
を
も
つ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
﹆
諺
が
作

ら
れ
た
状
況
に
限
っ
て
言
え
ば
﹆
新
編
古
典
全
集
の
解
説
の
方
が
よ
り
妥
当
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
﹆
諺
と
い
う
も
の
は
﹆
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
に
遭
遇
し
た
場
合

に
そ
れ
を
適
用
し
う
る
と
い
う
汎
用
性
・
一
般
性
を
﹆
多
か
れ
少
な
か
れ
備
え

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
﹆
特
定
の
事
態
に
即
し
て
作
ら

れ
た
短
小
な
表
現
を
﹆
機
会
あ
る
ご
と
に
人
々
が
口
に
す
る
意
義
は
希
薄
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
﹆﹁
悪
い
夢
見
が
そ
の
ま
ま
実
現
し
た
と
き
に
…
﹂

と
い
う
古
典
大
系
の
解
説
は
﹆
諺
の
も
つ
汎
用
性
・
一
般
性
の
あ
り
か
た
を
﹆

新
編
古
典
全
集
の
そ
れ
と
別
の
方
向
か
ら
想
定
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。

　

古
代
人
に
と
っ
て
夢
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
﹆
と

い
う
こ
と
を
多
方
面
か
ら
考
察
し
た
西
郷
信
綱
﹃
古
代
人
と
夢
﹄
で
は
﹆﹃
摂

津
国
風
土
記
﹄
逸
文
の
伝
説
を
引
用
し
た
あ
と
で
﹆

ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
話
が
書
記
の
仁
徳
天
皇
三
十
八
年
の
条
に
も
出
て
く
る
。

こ
の
民
間
説
話
が
難
波
に
都
し
た
と
い
う
仁
徳
天
皇
に
か
か
わ
る
記
事
と

し
て
取
り
こ
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
書
紀
で
は
諺
が
﹆﹁
鳴
く
牡㋛

鹿㋕

も

相㋑
㋱
㋐
㋩
㋝

夢
の
ま
ま
に
﹂
と
多
少
い
い
か
え
ら
れ
て
い
る
が
﹆
何
れ
に
せ
よ
こ
れ

は
﹆
人
は
も
と
よ
り
鹿
で
さ
え
夢
あ
わ
せ
の
ま
に
ま
に
だ
と
い
う
意
の
諺

で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る︶

6
︵

。﹁
…
と
し
て
取
り
こ
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
﹂﹁
書
紀
で
は

…
…
と
多
少
い
い
か
え
ら
れ
て
い
る
が
﹂
な
ど
の
表
現
か
ら
﹆﹃
摂
津
国
風
土

記
﹄
逸
文
の
伝
説
の
よ
う
な
も
の
が
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
採
用
さ
れ
た
可
能
性
が

大
き
い
﹆
と
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
﹆
本
稿
で
は
﹆
以
上
で
述
べ

た
よ
う
に
逆
の
経
路
を
想
定
し
た
。

　

西
郷
の
同
書
で
は
﹆
本
節
の
冒
頭
近
く
に
引
用
し
た
古
典
大
系
の
解
説
を
取

り
上
げ
て
﹆
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︻
末
尾
近
く
に
﹁
最
新
の
注
﹂
と
あ
る

の
は
古
典
大
系
を
さ
す︶

7
︵

︼。
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古
典
文
学
大
系
﹃
日
本
書
紀
﹄
が
こ
の
仁
徳
紀
の
諺
を
﹁
鳴
く
牡㋛

鹿㋕

な
れ

や
﹆
相㋑

㋱
㋐
㋩
㋝夢

の
随㋮

㋮

に
﹂︵
鳴
牡
鹿
矣
﹆
随
相
夢
也
︶
と
訓
み
﹆﹁
鳴
く
鹿
で
も

な
い
の
に
﹆
夢
が
相
の
ま
ま
に
な
っ
た
﹂
と
し
﹆
鳴
く
鹿
は
夢
あ
わ
せ
の

ま
ま
に
死
ん
だ
が
﹆
そ
の
鹿
で
も
な
い
の
に
﹆
悪
い
夢
見
が
そ
の
ま
ま
実

現
し
た
と
き
に
﹆
こ
と
言
葉
を
人
人
が
口
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
注

し
て
い
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
は
﹁
相
夢
﹂
と
い
う
言
葉
が

ぜ
ん
ぜ
ん
生
き
て
こ
な
い
し
﹆
話
は
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
刀
我
野
の
鹿

は
何
も
射
殺
さ
れ
る
夢
を
見
た
の
で
は
な
く
﹆
牝
鹿
が
そ
の
よ
う
に
夢
を

あ
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
特
に
風
土
記
の
方
で
は
﹆
夫
が
ま
た
妾
の
所
に
で

か
け
る
の
を
ね
た
ん
で
﹁
詐
り
相㋐

㋩

せ
﹂﹆
そ
し
て
あ
わ
せ
た
と
お
り
に
牡

鹿
は
射
殺
さ
れ
た
わ
け
で
﹆
さ
れ
ば
こ
そ
鹿
も
ゆ
め
あ
わ
せ
の
ま
ま
だ
﹆

と
こ
の
諺
は
語
っ
て
い
る
に
他
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
夢
見
じ
た
い
の
よ
し
あ

し
で
は
な
く
﹆
そ
の
あ
わ
せ
か
た
が
﹆
い
か
に
大
事
か
と
い
う
こ
と
が
主

題
で
あ
る
。
最
新
の
注
で
右
の
よ
う
な
誤
解
を
生
じ
た
の
は
﹆
夢
あ
わ
せ

が
古
代
に
お
い
て
ど
う
い
う
意
味
﹆
ど
う
い
う
世
界
関
連
を
も
っ
て
い
る

か
を
見
き
わ
め
ず
に
﹆
い
わ
ば
理
屈
で
帳
尻
を
あ
わ
せ
よ
う
と
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

　

新
編
古
典
全
集
の
﹁
夢
合
せ
を
す
る
時
に
は
悪
い
方
の
合
せ
方
を
す
る
な
﹆

と
い
う
戒
め
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
推
測
が
﹆
こ
の
視
点
を
踏

襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
読
し
て
明
瞭
で
あ
る
。

　

古
典
大
系
の
措
置
・
解
説
を
批
判
す
る
こ
の
論
述
で
﹆﹁
人
は
も
と
よ
り
鹿

で
さ
え
夢
あ
わ
せ
の
ま
に
ま
に
だ
と
い
う
意
の
諺
で
あ
る
﹂
と
断
定
し
て
い
る

の
は
﹆
古
典
大
系
と
同
様
に
﹆﹃
日
本
書
紀
﹄
の
諺
に
あ
え
て
﹁
鳴
く
﹂
が
用

い
ら
れ
て
い
る
理
由
に
気
づ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ
け
ば
﹆

諺
の
表
現
が
反
語
を
含
む
場
合
に
の
み
﹆
そ
れ
が
伝
説
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
反

映
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
だ
ろ
う
し
﹆
同
時
に
﹁
…
な
れ
や
﹂

と
い
う
古
訓
の
重
要
性
に
も
気
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。﹁
鳴
く
﹂
と
あ

る
こ
と
の
意
味
・
背
景
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
古
典
大
系
も
同
じ
だ
が
﹆
古

典
大
系
が
古
訓
を
採
用
し
た
の
は
結
果
的
に
妥
当
な
措
置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

西
郷
の
論
述
で
は
﹆
当
該
の
諺
に
つ
い
て
﹆﹁
人
間
だ
け
で
な
く
野
に
鳴
く

鹿
に
ま
で
及
ぶ
摩
訶
不
思
議
な
力
に
対
す
る
お
ど
ろ
き
を
語
っ
た
も
の
に
他
な

ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
﹆﹁
野
に
﹂
は
﹁
刀
我
野
に
立
て
る
真
牡

鹿
も
…
﹂
と
あ
る
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
の
諺
に
見
え
る
も
の
だ
し
﹆﹁
鳴
く
﹂

は
﹁
鳴
く
鹿
な
れ
や
…
﹂
と
あ
る
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
諺
に
見
え
る
も
の
だ
か
ら
﹆

こ
の
論
述
で
は
二
つ
の
諺
が
混
淆
し
て
い
る
。
両
者
が
も
つ
表
現
の
相
違
を
当

初
か
ら
無
視
し
﹆
そ
れ
ら
を
同
列
に
扱
っ
た
結
果
で
あ
る
。

注︵
1
︶　

た
だ
し
﹆
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
﹆
古
典
大
系
の
漢
字
を
平
仮
名
に
変
更

し
﹆
小
字
双
行
部
分
を
一
行
化
し
﹆
読
点
の
加
除
を
行
う
箇
所
が
あ
る
。

︵
2
︶　

以
下
の
三
分
類
は
﹆
小
著
﹃
萬
葉
集
と
上
代
語
﹄︵
一
九
九
九
年
﹆
ひ
つ
じ

書
房
︶
の
第
Ⅰ
部
第
四
章
及
び
﹆
小
著
﹃
上
代
語
構
文
論
﹄︵
二
〇
〇
三
年
﹆

武
蔵
野
書
院
︶
の
第
Ⅳ
部
第
二
章
で
行
っ
た
も
の
で
あ
り
﹆
三
種
の
用
法
に
関

す
る
解
説
も
ほ
ぼ
両
書
に
よ
る
。
三
種
に
属
す
る
実
例
は
﹆﹃
萬
葉
集
と
上
代
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語
﹄
に
す
べ
て
あ
げ
て
あ
る
。

︵
3
︶　
［
已
然
形
＋
か
／
か
も
］
の
実
例
も
﹆
注
︵
2
︶
に
あ
げ
た
﹃
上
代
語
構
文

論
﹄
の
第
Ⅳ
部
第
二
章
に
あ
げ
て
あ
る
。

︵
4
︶　
﹁
須
久
紀
﹂
は
﹁
須
々
紀
﹂
を
誤
写
し
た
も
の
だ
と
解
す
る
場
合
﹆
末
尾
の

﹁
紀
﹂
が
問
題
と
な
る
。﹁
紀
﹂
は
乙
類
の
仮
名
だ
が
﹆﹁
す
す
き
﹂
の
末
尾
は

﹁
比
登
母
登
須
須
岐o

︵
一
本
薄
︶﹂︹
記
四︺
の
よ
う
に
甲
類
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

︵
5
︶　

平
林
章
仁
﹃
鹿
と
鳥
の
文
化
史
﹄︵
一
九
九
二
年
﹆
白
水
社
︶
の
第
一
章

﹁
海
を
渡
る
鹿
﹂
で
は
﹆
二
つ
の
話
に
つ
い
て
﹁
内
容
の
う
え
で
も
有
機
的
連

続
性
を
欠
如
し
た
体
裁
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
見
解
が
一
般
的
だ
ろ
う
が
﹆
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。

︵
6
︶　

西
郷
信
綱
﹃
古
代
人
と
夢
﹄︵
一
九
七
二
年
﹆
平
凡
社
︶
の
補
論
二
﹁
夢
合

わ
せ
﹂
に
よ
る
。

︵
7
︶　
﹁
仁
徳
紀
﹂
を
収
め
る
古
典
大
系
﹃
日
本
書
紀　
上
﹄
は
﹆
一
九
六
七
年
に
刊

行
さ
れ
た
。

EN
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he legend of Togano no shika : T
he proverb nakushikanareya

…

（「
菟
餓
野
の
鹿
」
の
伝
説
　―
「
鳴
く
牡
鹿
な
れ
や
…
」
と
い
う
諺
―
）

SA
SA

K
I Takashi

T
his paper discusses the origin of two variants of the folk tale Togano no 

shika , or “ A
 D

eer in Togano” , which appear in N
ihon Shoki  and Fudoki , with 

special attention paid to differences in proverbial expression. W
hile those in 

N
ihon Shoki  are consistent with the story of the folk tale, those in Fudoki  do 

not conform
 to the story. A

ccordingly, this paper surm
ises that the form

er 
variant 

appeared 
earlier, 

and 
the 

variant 
in 

Fudoki  
resulted 

from
 

a 

transform
ation of the form

er. T
his paper also discusses the social function of 

the yum
e-aw

ase  ︵dream
 divination

︶that appears in this folk tale.
Key W

ords : E
arly O

ld Japanese

︵
上
代
語
︶, D

efinite form
 of the conjugative 

word

︵
活
用
語
已
然
形
︶, Togano

︵
菟
餓
野
︶, N

akushika

︵
鳴
く
鹿
︶, Yum

e-
awase

︵
夢
合
わ
せ
︶
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