
笠
女
郎
歌
群
の
構
造

小

野

寛

　
笠
女
郎
、
大
伴
宿
禰
家
持
に
贈
る
歌
廿
四
首

わ
が
形
見
見
つ
つ
偲
は
せ
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
わ
れ
も
思
は
む
（
巻
四
・
五
八
七
）

　
　
　
と
　
ば

白
鳥
の
飛
羽
山
松
の
待
ち
つ
つ
そ
わ
が
恋
ひ
わ
た
る
こ
の
月
ご
ろ
を
（
五
八
八
）

　
　
　
う
ち
み

衣
手
を
打
廻
の
里
に
あ
る
わ
れ
を
知
ら
に
そ
人
は
待
て
ど
来
ず
け
る
（
五
八
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

あ
ら
た
ま
の
年
の
経
ぬ
れ
ば
今
し
は
と
ゆ
め
よ
わ
が
背
子
わ
が
名
告
ら
す
な
（
五
九
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
く
し
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
め

わ
が
思
ひ
を
人
に
知
る
れ
や
玉
匝
開
き
あ
け
つ
と
夢
に
し
見
ゆ
る
（
五
九
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ

闇
の
夜
に
鳴
く
な
る
鶴
の
よ
そ
の
み
に
聞
き
つ
つ
か
あ
ら
む
逢
ふ
と
は
な
し
に
（
五
九
二
）

君
に
恋
ひ
い
た
も
す
ぺ
な
み
奈
良
山
の
小
松
が
下
に
立
ち
嘆
く
か
も
（
五
九
三
）

わ
が
屋
戸
の
夕
か
げ
草
の
白
．
露
の
消
ぬ
が
に
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
五
九
四
）

　
　
　
　
ま
た

わ
が
命
の
全
け
む
か
ぎ
り
忘
れ
め
や
い
や
日
に
異
に
は
思
ひ
ま
す
と
も
（
五
九
五
）

や
　
ほ
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
ご

八
百
日
行
く
浜
の
沙
も
わ
が
恋
に
あ
に
ま
さ
ら
じ
か
沖
つ
島
守
（
五
九
六
）
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い
は
は
し

う
つ
せ
み
の
人
目
を
繁
み
石
橋
の
間
近
き
君
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
五
九
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
　
　
　
　
　
し
ニ
　
　
　
　
　
み

恋
に
も
そ
人
は
死
す
る
水
無
瀬
川
下
ゆ
わ
れ
痩
す
月
に
日
に
異
に
（
五
九
八
）

朝
霧
の
お
ぼ
に
相
見
し
人
ゆ
ゑ
に
命
死
ぬ
べ
く
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
五
九
九
）

伊
勢
の
海
磯
も
と
ど
ろ
に
寄
す
る
浪
か
し
こ
き
人
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
六
〇
〇
）

情
ゆ
も
吾
は
思
は
ず
き
山
河
も
隔
た
ら
な
く
に
か
く
恋
ひ
む
と
は
（
六
〇
一
）

　
　
　
　
　
　
も

夕
さ
れ
ば
も
の
思
ひ
ま
さ
る
見
し
入
の
言
問
ふ
姿
面
影
に
し
て
（
六
〇
二
）

　
　
　
　
し
ニ

思
ふ
に
し
死
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
千
た
び
そ
わ
れ
は
死
に
返
ら
ま
し
（
六
〇
三
）

　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　
　
い
め

剣
太
刀
身
に
取
り
副
ふ
と
夢
に
見
つ
何
の
し
る
し
そ
も
君
に
逢
は
む
た
め
（
六
〇
四
）

天
地
の
神
レ
撃
く
は
こ
そ
わ
が
思
ふ
君
に
逢
は
ず
処
せ
め
（
六
〇
五
）

わ
れ
も
思
ふ
人
も
な
忘
れ
お
ほ
な
わ
に
浦
吹
く
風
の
止
む
時
な
か
れ
（
六
〇
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
い

皆
人
を
寝
よ
と
の
鐘
は
打
つ
な
れ
ど
君
を
し
思
へ
ば
寝
ね
か
て
ぬ
か
も
（
六
〇
七
）

相
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
は
大
寺
の
餓
鬼
の
し
り
へ
に
ぬ
か
つ
く
ご
と
し
（
六
〇
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
さ
と

情
ゆ
も
吾
は
思
は
ず
き
ま
た
更
に
わ
が
故
郷
に
還
り
来
む
と
は
（
六
〇
九
）

近
く
あ
れ
ば
見
ず
と
も
あ
り
し
を
い
や
遠
く
君
が
い
ま
せ
ば
あ
り
か
つ
ま
し
じ
（
六
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
お
　
く

　
　
右
の
二
首
は
、
相
別
れ
て
後
更
来
贈
れ
り
。
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万
葉
集
に
、
個
人
の
作
歌
で
右
の
よ
う
に
一
括
二
十
四
首
も
連
ね
て
収
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
最
多
の
例
で
あ
る
。
集
中
他
に
は
、
大



伴
家
持
の
贈
坂
上
大
嬢
歌
十
五
首
一
括
、
中
臣
宅
守
と
狭
野
茅
上
娘
子
と
の
贈
答
歌
中
に
宅
守
の
歌
十
四
首
一
括
と
十
三
首
｝
括
の
二

種
、
大
伴
旅
入
の
讃
酒
歌
十
三
首
、
平
群
氏
女
郎
の
贈
大
伴
家
持
歌
十
二
首
、
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
歌
十
首
の
六
例
が
、
十
首
以
上
一
括

し
た
例
と
し
て
あ
る
の
み
で
あ
る
。
笠
女
郎
歌
の
第
一
の
特
異
性
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
二
十
四
首
を
連
ね
た
あ
と
の
左
注
「
右
二
首
云
々
」
は
、
六
〇
九
・
六
一
〇
に
つ
い
て
注
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
首
が
先
行

す
る
二
十
首
と
記
載
上
何
ら
の
区
別
な
く
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
先
ん
ず
る
二
十
二
首
も
ま
た
い
く
つ
か
ず
つ
区
切
っ
て

は
注
記
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
せ
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
二
十
四
首
は
幾
度
か
回
を
重
ね
て
、
あ
る
い
は
数
年
に
わ
た
っ
て
時
々
に
、
笠
女
郎
か
ら
家
持
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
既
に
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
家
持
の
手
元
に
お
い
て
一
括
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
く

　
先
に
十
首
以
上
一
括
例
の
中
に
あ
げ
た
平
群
氏
女
郎
の
贈
大
伴
家
持
歌
の
左
注
に
は
「
右
の
件
の
歌
は
、
時
々
に
便
使
に
寄
せ
て
来
贈

れ
り
。
一
度
に
送
れ
る
に
は
あ
ら
ず
」
と
あ
り
、
「
来
贈
」
の
文
字
を
左
注
に
見
る
の
は
こ
の
二
例
し
か
な
い
。
笠
女
郎
の
歌
も
平
群
氏

女
郎
の
歌
も
家
持
に
贈
ら
れ
て
残
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
一
の
手
で
一
括
さ
れ
、
左
注
を
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
手
は
家
持
自
身
で
あ
ろ
う
。
　
「
来
贈
」
の
文
字
は
巻
十
八
に
、
題
詞
ニ
ヵ
所
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
　
「
姑
大
伴
氏
坂
上
女
郎
の
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
く

中
守
大
伴
宿
禰
家
持
に
来
贈
る
歌
二
首
」
　
（
四
〇
八
〇
題
）
と
「
越
前
国
橡
大
伴
宿
禰
池
主
の
来
贈
る
戯
の
歌
四
首
」
　
（
四
＝
一
八
題
）
と

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
家
持
に
親
し
い
人
か
ら
家
持
に
贈
ら
れ
て
来
た
も
の
で
、
受
け
た
家
持
の
記
し
た
題
詞
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
笠
女
郎
歌
二
十
四
首
を
ま
と
め
た
人
を
家
持
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
時
、
家
持
は
ど
う
し
て
「
右
二
首
相
別
後
更
来
贈
」
と
い
う
左
注
だ

け
を
記
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
最
後
の
二
首
だ
け
が
先
の
二
十
二
首
と
作
歌
条
件
が
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
一

首
五
八
七
か
ら
第
二
十
二
首
六
〇
八
ま
で
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
状
況
の
下
で
詠
ま
れ
、
贈
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
笠
女
郎
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が
た
だ
一
筋
に
家
持
を
恋
い
続
け
た
期
間
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
冒
頭
の
歌
（
五
八
七
）
は
「
わ
が
形
見
見
つ
つ
偲
は
せ
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
わ
れ
も
思
は
む
」
と
、
形
見
の
品
を
贈
っ
て
二

人
の
間
を
し
っ
か
り
結
び
つ
け
、
末
永
く
二
人
の
仲
の
続
か
ん
こ
と
を
願
っ
た
も
の
で
、
い
か
に
も
恋
の
幕
開
け
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
第
二
十
二
首
（
六
〇
八
）
は
「
相
思
は
ぬ
入
を
思
ふ
は
大
寺
の
餓
鬼
の
し
り
へ
に
ぬ
か
つ
く
ご
と
し
」
と
、
片
恋
に
苦
悩
す
る
自
分
を

奇
抜
な
讐
喩
で
思
い
切
り
嘲
笑
し
て
み
せ
た
。
恋
の
幕
切
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
間
の
笠
女
郎
は
、
幾
月
か
待
ち
つ
つ
恋
い
わ
た
り
、
奈
良
山
の
小
松
が
下
に
立
ち
嘆
き
、
八
百
日
行
く
浜
の
真
砂
の
数
に
も
ま
さ

る
恋
に
痩
せ
、
死
な
ん
か
と
思
い
、
し
か
し
逢
は
ず
に
死
ぬ
道
理
は
な
い
と
天
神
地
祇
に
頼
り
、
恋
し
さ
に
眠
れ
ぬ
夜
々
を
過
し
た
。
そ

し
て
つ
い
に
自
ら
思
い
を
断
っ
て
京
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
笠
女
郎
は
た
だ
一
筋
に
家
持
を
恋
い
続
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
周
知
の
通
り
そ
れ
が
片
恋
に
終
始
し
た
た
め
、
苦
し
み
、
も
だ
え
、
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
は
冷
静
に
わ
が
身
を
顧
み
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
激
し
い
情
熱
に
身
を
焦
が
す
と
い
う
風
に
、
そ
の
恋
は
到
底
一
筋
で
と
ら
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
そ
こ
に
四
つ
の
波
を
見
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
十
四
首
は
四
期
に
区
分
さ
れ
る
。

　
笠
女
郎
の
恋
情
表
現
の
特
徴
は
、
四
期
に
区
分
し
て
始
め
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
そ
の
四
期
の
区
分
を
、
私
は
次
の
よ
う
に
試
み
た
。

　
　
第
一
期
　
五
八
七
～
五
九
一
　
（
五
首
）

　
　
第
二
期
　
五
九
二
～
六
〇
二
　
（
十
一
首
）

　
　
第
三
期
　
　
六
〇
三
～
六
〇
し
て
　
　
（
五
首
）

　
　
第
四
期
　
六
〇
八
～
六
一
〇
　
　
（
三
首
）
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歌番号

587

588

589

590

591

592

593

594

595

・9・1

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

文　　型

（命令）

直　叙

直　叙

命　令

直　叙

直　叙

直　叙

直　叙

自問自答

命　令

直　叙

直　叙

歌調を左右する文
末の助詞・助動詞

意　　志　　む

（疑　問　や）

疑　　問　　か

詠　嘆　か　も

詠　嘆　か　も

反　　語　　や

疑　　問　　か

詠　嘆　か　も

詠　嘆　か　も

詠　嘆　か　も

殿仮毒璽

（仮定条件ば推量む）

詠　嘆　か　も

否定推量ましじ

　（句数）

倒　置

倒　置（1）

倒　置（1）

倒　置（1）

呼びか（1）

け

倒　置（1）

倒　置（3）

倒　置（3）

倒　置（3）

恋情表現の主要文字

思

念

念

念

物念

念

念

念

恋

恋

恋

恋

恋

恋

恋

恋

念

念・思

消ぬがに

命の全け
む限り

死

死

死　・死

死

待

待

逢

遙

遙
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二

　
第
一
期
は
「
渇
望
期
」
と
名
付
け
よ
う
。
そ
の
表
現
の
上
か
ら
見
る
時
、
別
表
か
ら
容
易
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
特
徴
は
直
叙
体

の
詠
み
方
と
「
待
」
の
文
字
で
あ
ろ
う
。
　
「
待
」
は
こ
の
期
の
二
首
に
し
か
な
い
文
字
で
あ
る
。
　
「
渇
望
期
」
と
名
付
け
た
所
以
で
あ

る
。　

五
八
七
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
恋
の
幕
開
け
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
で
あ
る
。
次
の
五
八
八
と
の
連
続
性
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
無

い
。
こ
の
一
首
独
立
し
て
、
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
笠
女
郎
の
恋
の
物
語
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
み
「
思
」
の
文
字
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
独
立
性
と
ま
だ
恋
の
入
口
に
居
る
段
階
で
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
こ
め
ら
れ
た
笠
女
郎
の
願
い
と
夢
は
、
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
逢
う
こ
と
は
ま
ま
な
ら
ず
、
五
八
八

に
は
こ
の
幾
月
か
を
待
ち
つ
つ
恋
い
わ
た
っ
た
こ
と
を
う
た
い
、
五
八
九
に
は
待
て
ど
も
つ
い
に
通
っ
て
来
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

「
待
て
ど
来
ず
け
る
」
と
い
う
強
い
調
子
の
結
句
を
も
っ
て
詠
ん
で
い
る
。
素
直
に
期
待
し
て
迷
う
こ
と
な
く
た
だ
待
ち
続
け
る
と
い
う

姿
勢
は
、
第
一
期
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
待
」
が
以
後
詠
ま
れ
な
い
こ
と
が
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
期
の
歌
に
は
疑
問
も
詠
嘆
も
仮
想
も
推
量
も
な
い
。
大
き
な
倒
置
も
な
い
。
ま
っ
す
ぐ
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
笠

女
郎
の
心
は
ま
だ
平
ら
か
で
あ
っ
た
。
た
だ
ま
っ
す
ぐ
に
求
め
る
心
で
あ
っ
た
。

　
五
九
〇
は
、
家
持
に
自
分
の
名
を
世
間
に
し
ゃ
べ
っ
て
く
れ
る
な
と
頼
ん
で
い
る
。
家
持
が
笠
女
郎
の
名
を
人
前
で
し
ゃ
べ
る
と
い
う

こ
と
は
、
家
持
に
と
っ
て
女
郎
と
の
恋
が
す
で
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
が
懸
念
さ
れ
る
、
家
持
の
こ
の
頃
の
様
子

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
持
の
笠
女
郎
へ
の
恋
心
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
を
女
郎
も
感
じ
取
れ
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
は
何
と
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か
し
て
家
持
の
心
を
引
き
留
め
た
い
と
願
う
。
　
「
め
ゆ
よ
わ
が
背
子
わ
が
名
告
ら
す
な
」
に
は
そ
の
心
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
五
九
一
の
第
二
句
の
訓
と
解
釈
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
。
王
く
し
げ
を
開
き
あ
け
た
夢
を
見
た
時
、
女
郎

が
先
ず
思
う
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
櫛
笥
が
女
の
化
粧
道
具
を
入
れ
る
箱
で
あ
り
、
こ
れ
は
女
の
大
切
な
持
ち
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
ふ

た
が
開
い
た
夢
は
秘
密
が
あ
ば
か
れ
た
し
る
し
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
女
郎
が
そ
の
夢
を
見
て
思
っ
た
の
は
、

〈
私
の
恋
が
世
間
に
知
ら
さ
れ
た
か
〉
で
あ
り
、
「
ゆ
め
よ
わ
が
背
子
わ
が
名
告
ら
す
な
」
の
裏
返
し
、
つ
ま
り
〈
つ
い
に
君
は
私
の
名

を
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
〉
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。
そ
こ
で
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
。
こ
の
歌
が
「
わ
が
名
告
ら
す
な
」
の

歌
に
続
い
て
お
り
、
そ
し
て
こ
れ
も
家
持
に
贈
ら
れ
た
歌
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
こ
の
句
の
解
釈
に
関
す
る
諸
説
を
整
理
し
分
類
す
る
と
、
ほ
ぼ
歴
史
的
な
三
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

　
（
一
）
　
『
拾
穂
抄
』
に
始
ま
り
『
私
注
』
に
至
る
も
の
…
…
…
…
　
君
ガ
人
二
知
ラ
セ
給
ウ
タ
カ
ラ
カ

　
（
二
）
　
『
全
註
釈
』
と
『
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
』
…
…
…
…
　
私
ハ
人
二
知
ラ
セ
ハ
シ
マ
セ
ン
ノ
ニ

　
（
三
）
沢
潟
博
士
『
注
釈
』
…
－
，
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
…
　
人
二
知
ラ
レ
タ
ノ
デ
ァ
リ
マ
シ
ョ
ゥ
カ

　
私
は
（
一
）
の
い
わ
ば
「
伝
統
」
訳
に
帰
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
を
、
訓
の
問
題
と
共
に
、
い
さ
さ
か
述
べ
て
み
よ
う
。

　
さ
て
、
問
題
の
第
二
句
は
原
文
「
人
爾
令
知
哉
」
で
、
旧
訓
シ
ラ
ス
ヤ
で
あ
っ
た
『
万
葉
代
匠
記
』
　
『
万
葉
考
』
は
こ
れ
に
従
い
、

『
万
葉
集
玉
の
小
琴
』
に
シ
ラ
セ
ヤ
と
改
め
て
よ
り
、
　
『
万
葉
集
略
解
』
　
『
万
葉
集
古
義
』
等
こ
れ
に
従
っ
た
が
、
シ
ラ
ス
は
下
二
段
活

用
で
あ
る
か
ら
シ
ラ
ス
レ
ヤ
で
あ
る
と
、
　
『
万
葉
集
新
考
（
井
上
通
泰
）
』
に
改
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
八
音
の
字
余
り
に
な
る

た
め
、
そ
の
後
も
シ
ラ
セ
ヤ
と
訓
ん
で
い
る
。
例
え
ば
『
万
葉
集
全
釈
』
　
『
万
葉
集
総
釈
』
　
『
万
葉
集
評
釈
（
窪
田
空
穂
）
』
　
『
万
葉
集

私
注
』
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
『
万
葉
集
大
成
・
本
文
篇
』
は
シ
ラ
ス
レ
ヤ
と
し
て
い
る
。
新
訓
は
武
田
祐
吉
博
士
に
よ
っ
て
『
万
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

葉
集
全
註
釈
』
に
示
さ
れ
た
シ
ル
レ
ヤ
で
あ
る
。
　
「
人
知
れ
ず
・
行
方
知
れ
ず
」
の
シ
レ
は
未
然
形
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
知
る
」
に
下
二

段
活
用
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
己
然
形
の
実
例
は
集
中
他
に
な
い
が
、
下
二
段
活
用
だ
と
す
れ
ば
シ
ル
レ
で
あ
る
。

岩
波
古
典
文
学
大
系
本
も
沢
潟
博
士
『
万
葉
集
注
釈
』
も
こ
れ
を
採
用
し
た
。
シ
ラ
ス
レ
ヤ
、
シ
ラ
セ
ヤ
の
訓
に
欠
点
が
あ
る
以
上
、
下

二
段
「
知
る
」
の
意
味
さ
え
「
令
知
」
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
シ
ル
レ
ヤ
の
訓
を
採
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
令
知
」
の
例
は
集
中
五
例
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ア
ヒ
シ
ラ
シ
メ
シ

　
ー
、
吾
妹
子
を
相
令
知
人
を
こ
そ
恋
の
ま
さ
れ
ば
恨
め
し
み
思
へ
（
巻
四
．
四
九
四
）

　
2
、
わ
が
思
ひ
を
人
爾
令
知
哉
玉
匝
開
き
明
け
つ
と
夢
に
し
見
ゆ
る
（
同
．
五
九
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト
ニ
　
シ
　
レ
ツ
ツ

　
3
、
春
の
野
に
あ
さ
る
雑
の
妻
恋
に
己
が
あ
た
り
を
人
爾
令
知
管
（
巻
八
．
一
四
四
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト
シ
　
レ
ズ

　
4
、
…
吾
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
人
不
令
知
も
と
な
や
恋
ひ
む
息
の
緒
に
し
て
（
巻
十
三
・
三
二
七
二
）

　
　
　
　
　
　
シ
　
ラ
セ
　
ヌ
　
コ
　
ユ
エ

　
5
、
父
母
に
不
令
知
子
故
三
宅
道
の
夏
野
の
草
を
な
つ
み
来
る
か
も
（
同
・
三
二
九
六
）

　
1
は
使
役
の
助
動
詞
シ
ム
を
添
え
て
シ
ラ
シ
ム
と
訓
み
、
5
は
他
動
詞
シ
ラ
ス
と
訓
ん
で
い
る
。
共
に
「
令
」
の
訓
み
と
し
て
問
題
は

な
い
。
3
は
雅
が
妻
恋
し
さ
の
余
り
つ
い
声
高
く
鳴
い
て
し
ま
っ
て
自
分
か
ら
居
場
所
を
教
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
さ
の
中

心
で
、
作
者
（
大
伴
家
持
）
も
そ
こ
に
興
を
覚
え
て
こ
の
歌
を
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
焦
点
は
「
知
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い

う
結
果
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
　
「
知
ら
せ
て
い
る
」
と
い
う
雄
の
行
為
に
あ
る
の
だ
と
思
う
。
4
は
、
気
の
弱
い
男
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、

自
分
の
恋
を
う
ち
あ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
心
の
中
だ
け
で
思
っ
て
い
た
。
そ
の
相
手
の
女
が
人
の
妻
に
な
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
日
か
ら

苦
し
み
も
だ
え
て
い
る
。
そ
れ
く
ら
い
な
ら
自
分
の
気
持
を
言
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
せ
め
て
思
い
の
干
分
の
一
で
も
知
ら
せ
て

お
け
ば
よ
か
っ
た
。
そ
れ
も
し
な
い
で
男
は
た
だ
い
た
ず
ら
に
甲
斐
の
な
い
恋
に
思
い
乱
れ
て
い
る
と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
人
に
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知
ら
せ
る
こ
と
」
も
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
3
と
4
と
は
シ
レ
と
訓
み
、
　
「
知
ら
せ
る
」
の
意
で
あ
る
。
2
も
ま
た
シ
ル
レ
ヤ
と
訓
み
、
　
「
知
ら
せ
る
」
の
意
と
解
す
べ
き
な
の
で

は
な
い
か
。

　
『
全
注
釈
』
は
、
下
二
段
「
知
る
」
を
脇
屋
真
一
氏
の
説
に
「
被
動
の
意
に
使
わ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
を
紹
介
し
て
い
る
騒
2
♂

動
」
な
ら
ば
受
身
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
訳
に
は
「
知
ら
せ
る
」
と
あ
る
。
武
田
博
士
は
下
二
段
の
「
知
る
」
が
あ
る
と
い
う
点
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

み
を
強
調
さ
れ
、
脇
屋
氏
の
「
被
動
」
に
一
言
も
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
『
全
註
釈
』
旧
版
に
は
「
被
動
」
が
「
使
役
」
と
な
っ

て
お
り
、
博
士
は
当
初
こ
の
脇
屋
説
を
「
使
役
」
の
つ
も
り
で
用
い
ら
れ
た
の
が
、
改
訂
で
、
重
要
な
語
で
あ
る
「
使
役
」
が
「
被
動
」

に
改
め
ら
れ
た
の
に
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
、

　
沢
潟
博
士
は
む
し
ろ
そ
の
点
を
利
用
さ
れ
、
『
注
釈
』
に
お
い
て
シ
ル
レ
カ
と
訓
み
、
脇
屋
氏
の
説
に
賛
成
し
て
下
二
段
「
知
る
」
は

受
身
の
意
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
人
に
知
ら
れ
た
か
ら
か
」
と
解
さ
れ
た
。
受
身
の
場
合
の
本
来
の
表
記
は
「
所
知
」
で
あ
る
が
、
博
士

は
、
知
ラ
セ
ル
と
知
ラ
レ
ル
と
は
積
極
と
消
極
の
差
で
あ
っ
て
一
つ
づ
き
の
も
の
で
、
ど
こ
ま
で
が
知
ラ
セ
ル
で
、
ど
こ
か
ら
が
知
ラ
レ

ル
で
あ
る
か
区
別
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
所
知
」
は
使
役
の
表
記
で
あ
る
「
令
知
」
と
通
ず
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て

「
令
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
「
所
」
を
用
い
た
例
が
あ
る
（
巻
四
・
五
六
四
な
ど
）
か
ら
、
そ
の
逆
も
ま
た
十
分
に
考
え
得
る
と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
そ
の
例
を
私
は
ま
だ
知
ら
な
い
し
、
先
述
の
「
令
知
」
の
例
3
・
4
を
も
っ
て
そ
れ
に
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る

の
で
、
「
所
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
「
令
」
を
用
い
た
と
す
る
こ
と
は
認
め
難
い
。
ま
た
博
士
は
、
ラ
行
に
活
用
す
る
も
の
を
「
知
ら

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
」
「
知
ら
し
む
」
と
い
う
サ
行
活
用
系
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
は
「
我
々
の
常
識
と
し
て
の
語
感
」
が
受
け
つ
け
な
い
だ
ろ
う
と
言
わ

れ
る
。
　
（
詳
し
く
は
沢
潟
博
士
『
注
釈
』
を
参
照
さ
れ
た
い
）
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私
は
、
こ
の
歌
が
「
ひ
と
に
し
る
れ
や
」
で
は
な
く
「
人
爾
令
知
哉
」
と
記
さ
れ
て
贈
ら
れ
た
（
あ
る
い
は
家
持
の
手
で
書
き
直
さ
れ
た

か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
論
点
は
狂
わ
な
い
）
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
笠
女
郎
の
句
は
「
し
る
れ
や
」
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　
「
令
知
」
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
例
は
少
な
い
な
が
ら
全
て
使
役
か
他
動
の
意
に
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
わ
が
名
告
ら
す
な
」
と

願
う
笠
女
郎
に
と
っ
て
、
家
持
の
軽
率
な
言
動
が
な
い
か
ど
う
か
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
例
の
夢
を
見
た
時
、
彼
女
の
脳

裏
に
強
く
浮
ん
だ
の
は
、
　
「
知
ら
れ
た
」
と
い
う
結
果
よ
り
も
「
知
ら
せ
た
」
家
持
の
行
為
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
「
令
」
は
あ

く
ま
で
使
役
お
よ
び
他
動
の
意
を
示
す
た
め
に
記
ざ
れ
た
文
字
で
あ
る
。

　
シ
ル
レ
ヤ
と
已
然
形
に
「
や
」
の
つ
い
た
場
合
、
「
や
」
は
反
語
の
意
を
表
わ
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
系
本
で
は
「
知
る
れ
や
」
を

「
知
ら
せ
た
か
ら
か
、
知
ら
せ
た
は
ず
も
な
い
の
に
の
意
」
と
注
し
て
い
る
。
大
系
本
は
「
や
」
の
反
語
の
意
を
は
っ
き
り
出
し
、
知
ら

せ
た
主
を
作
者
と
し
て
、
　
『
全
註
釈
』
と
共
に
先
掲
（
二
）
の
解
釈
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
前
述
の
通
り
知
ら
せ
た
主
を
家

持
と
し
、
そ
の
た
め
に
こ
の
「
や
」
の
反
語
の
要
素
を
弱
め
て
解
釈
し
た
い
。

　
　
　
　
そ
　
　
　
　
を
　
み
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ

　
　
打
ち
麻
を
麻
続
王
海
人
な
れ
や
　
伊
良
虞
の
島
の
玉
藻
刈
り
ま
す
（
巻
一
・
二
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
古
の
人
に
わ
れ
あ
れ
や
　
さ
さ
な
み
の
故
き
京
を
見
れ
ば
悲
し
き
（
同
・
三
二
）

　
こ
れ
ら
は
「
麻
続
王
は
海
人
で
あ
る
の
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
の
に
」
「
昔
の
人
で
私
が
あ
る
か
ら
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
の

に
」
の
意
で
、
共
に
下
の
句
に
対
し
て
逆
接
の
前
提
句
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
や
」
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
反
語
の
意
で
あ
る
。
し

か
し
次
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
暇
あ
れ
や
　
梅
を
か
ざ
し
て
こ
こ
に
集
へ
る
（
巻
十
・
一
八
八
三
）
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こ
れ
は
「
大
宮
人
た
ち
は
暇
が
あ
る
か
ら
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
の
に
」
と
反
語
の
意
で
解
釈
し
て
は
当
ら
な
い
。
こ
の
場
合
は
、

「
や
」
は
詠
嘆
の
意
を
こ
め
た
疑
問
の
助
詞
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
と
共
に
、
こ
う
い
う
例
が
現
わ
れ
て
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

　
　
山
の
際
ゆ
出
雲
の
児
ら
は
霧
な
れ
や
　
吉
野
の
山
の
嶺
に
た
な
び
く
（
巻
三
．
四
二
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
湯
の
原
に
鳴
く
芦
鶴
は
わ
が
如
く
妹
に
恋
ふ
れ
や
　
時
わ
か
ず
鳴
く
（
巻
六
・
九
六
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
今
よ
り
は
逢
は
じ
と
す
れ
や
　
白
拷
の
わ
が
衣
手
の
乾
る
時
も
な
し
（
巻
十
二
．
二
九
五
四
）

　
こ
れ
ら
は
、
　
「
や
」
に
反
語
の
意
を
こ
め
て
も
こ
め
な
く
て
も
解
釈
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
例
は
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
已
然
形
＋
や
」
の
、
笠
女
郎
の
頃
の
姿
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
沢
潟
博
士
は
シ
レ
ル
ヤ
を
シ
レ
ル
カ
と
改
訓
さ
れ
た
。
　
「
や
」
と
訓
ん
で
は
反
語
に
な
る
と
し
て
、
そ
れ
を
避
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
右
に
見
た
よ
う
に
、
「
や
」
と
訓
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
き
反
語
の
意
に
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

「
哉
」
は
普
通
に
「
や
」
と
訓
ん
で
お
き
た
い
と
思
う
。
次
の
諸
例
を
そ
の
傍
証
の
一
つ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
前
提
句
に
「
や
」
ま
た
は
「
か
」
を
有
し
「
夢
に
し
見
ゆ
る
」
で
結
ぶ
例
の
全
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
モ
ヘ
ヤ

　
　
真
野
の
浦
の
淀
の
継
橋
情
ゆ
も
思
哉
　
妹
が
夢
に
し
見
ゆ
る
（
巻
四
．
四
九
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
オ
モ
ヘ
ヤ

　
　
荒
磯
ゆ
も
ま
し
て
思
哉
　
玉
の
浦
の
離
れ
小
島
の
夢
に
し
見
ゆ
る
（
巻
七
．
一
二
〇
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
レ
ヤ

　
　
思
ふ
ら
む
其
の
人
有
哉
　
ぬ
ば
た
ま
の
夜
毎
に
君
が
夢
に
し
見
ゆ
る
（
巻
十
一
・
二
五
六
九
）

　
　
　
　
コ
フ
レ
ニ
カ

　
　
問
無
く
恋
爾
可
あ
ら
む
　
草
枕
旅
な
る
君
が
夢
に
し
見
ゆ
る
（
巻
四
・
六
一
＝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
フ
レ
パ
カ

　
　
白
榜
の
袖
折
り
反
し
恋
者
香
　
妹
が
姿
の
夢
に
し
見
ゆ
る
（
巻
十
二
．
二
九
三
七
）

　
　
　
　
　
　
　
オ
モ
ヘ
カ
モ

　
　
濡
標
心
尽
し
て
念
鴨
　
此
処
に
も
も
と
な
夢
に
し
見
ゆ
る
（
巻
十
二
．
三
一
六
二
）
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オ
モ
　
ヘ
　
カ

　
　
吾
妹
子
が
い
か
に
於
毛
倍
可
　
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る
（
巻
十
五
二
二
六
四
七
）

　
　
　
　
　
　
ヌ
　
　
レ
　
バ
　
カ

　
　
思
ひ
つ
つ
奴
礼
婆
可
も
と
な
　
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る
（
同
・
三
七
三
八
）

　
笠
女
郎
歌
を
加
え
て
合
計
九
首
、
う
ち
「
哉
」
四
例
、
明
ら
か
に
カ
と
訓
む
も
の
五
例
（
う
ち
「
可
」
三
例
）
で
あ
る
。
　
「
哉
」
は

「
可
」
に
対
し
て
独
自
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
右
の
よ
う
に
巻
四
に
は
「
哉
」
「
可
」
両
例
が
あ
る
。
巻
四
全

体
と
し
て
も
、
　
「
哉
」
二
十
一
例
（
概
数
で
あ
る
が
全
体
の
傾
向
は
つ
か
め
よ
う
。
以
下
同
じ
）
に
対
し
て
「
可
」
二
十
四
例
、
　
「
八
」
十
四

。
「
也
」
八
に
対
し
て
「
香
」
十
二
・
「
欺
」
七
・
「
鹿
」
三
・
「
加
」
二
（
一
例
の
文
字
は
略
す
）
と
あ
り
、
カ
を
「
哉
」
と
記
す
可
能

性
に
非
常
に
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三

　
第
二
期
は
「
慨
嘆
期
」
と
名
付
け
よ
う
。
別
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
詠
嘆
の
助
詞
「
か
も
」
で
結
ん
だ
も
の
が
十
一
首
中
五
首
を
占

め
る
。
ま
た
、
疑
問
の
助
詞
「
か
」
に
も
上
代
に
あ
っ
て
は
詠
嘆
の
意
が
こ
も
る
も
の
が
あ
り
、
五
九
二
・
五
九
六
の
如
き
が
そ
の
場
合

で
あ
る
こ
と
は
、
沢
潟
博
士
『
注
釈
』
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
更
に
五
九
二
は
結
句
が
倒
置
の
た
め
に
「
逢
ふ
と
は
な
し
に
」

と
言
い
さ
し
て
終
っ
て
お
り
、
五
九
六
は
結
句
が
呼
び
か
け
に
な
っ
て
お
り
、
共
に
詠
嘆
の
意
を
強
め
て
い
る
。
ま
た
五
九
五
は
、
反
語
の

助
詞
「
や
」
（
こ
れ
は
明
ら
か
に
反
語
で
あ
る
）
と
、
第
四
・
五
句
の
結
び
二
句
が
例
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
詠
嘆
の
意
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
倒
置
法
は
強
調
表
現
で
あ
り
、
感
情
の
表
白
を
強
め
る
と
い
う
こ
と
は
詠
嘆
表
現
に
等
し
い
。
五
九
八

は
二
・
四
句
切
れ
で
、
二
句
か
ら
な
る
短
い
文
を
重
ね
て
荒
い
息
使
い
を
感
じ
さ
せ
、
結
句
が
倒
置
で
、
や
は
り
感
情
の
高
ま
り
を
表
現

し
て
い
る
。
そ
の
初
二
句
「
恋
に
も
そ
人
は
死
す
る
」
は
、
笠
女
郎
が
始
め
て
「
死
」
と
い
う
文
字
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
、
こ
の
歌
に
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は
表
面
に
詠
嘆
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
、
女
郎
の
抑
え
に
抑
え
た
感
情
が
抑
え
切
れ
ず
に
溢
れ
出
て
成
っ
た
一
首
で

あ
る
と
思
わ
せ
る
。
最
後
の
二
首
（
六
〇
一
．
六
〇
二
）
は
、
そ
の
際
立
っ
た
倒
躍
表
現
が
「
慨
嘆
期
」
を
し
め
く
く
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）

　
こ
の
期
に
は
「
恋
」
の
文
字
が
集
中
的
に
現
わ
れ
る
。
　
「
恋
ふ
」
と
は
眼
前
に
な
い
も
の
に
心
を
惹
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
期
の

「
待
」
っ
て
い
た
時
期
、
つ
ま
り
ま
だ
期
待
の
大
き
か
っ
た
時
期
か
ら
、
そ
の
期
待
の
ほ
と
ん
ど
を
打
ち
砕
か
れ
、
間
近
き
所
に
居
な
が

ら
た
ず
ね
て
来
て
も
ら
え
ず
、
相
見
る
こ
と
な
く
た
だ
恋
い
慕
う
時
期
に
入
っ
た
こ
と
を
い
み
じ
く
も
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ほ
ゆ
る
か
も

　
そ
の
点
か
ら
言
う
と
、
五
九
四
・
五
九
五
の
「
念
」
は
異
質
で
あ
る
と
見
え
る
が
、
前
者
「
消
ぬ
が
に
も
と
な
所
念
鴨
」
は
「
消
ぬ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
ま
す
と
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

に
」
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
引
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
「
い
や
日
に
異
に
は
念
益
十
方
」
は
思
い
が
日
毎
に
ま
す
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

う
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
君
恋
し
さ
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
奈
良
山
に
さ
ま
よ
い
入
り
、
松
の
木
に
免
っ
て
嘆

い
た
心
（
五
九
三
）
は
、
身
も
心
も
消
え
て
し
ま
い
そ
う
に
な
り
（
五
九
四
）
、
そ
れ
ほ
ど
の
思
い
は
「
命
の
全
け
む
か
ぎ
り
忘
れ
め
や
」

（
五
九
五
）
と
命
を
か
け
る
と
こ
ろ
ま
で
進
む
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
「
死
」
の
文
字
が
出
る
の
は
も
う
一
歩
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
考
え

る
時
、
こ
の
期
の
歌
の
順
序
は
適
切
で
あ
る
。

　
「
お
ぼ
に
相
見
し
人
ゆ
ゑ
に
命
死
ぬ
べ
く
恋
ひ
わ
た
る
か
も
」
（
五
九
九
）
「
か
し
こ
き
人
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
」
（
六
〇
〇
）
は
、
恋

は
理
知
の
将
外
i
恋
は
笠
女
郎
ほ
ど
の
人
の
理
知
を
も
っ
て
し
て
も
如
何
と
も
し
難
い
こ
と
を
物
語
っ
て
余
り
あ
る
。
　
「
情
ゆ
も
吾
は

思
は
ず
き
山
河
も
隔
た
ら
な
く
に
か
く
恋
ひ
む
と
は
」
（
六
〇
一
）
ー
「
恋
は
思
案
の
外
」
と
嘆
く
の
で
あ
る
。
彼
女
の
恋
は
極
限
に

達
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
も
ひ
ま
さ
る

　
こ
の
期
最
後
の
六
〇
二
は
「
夕
さ
れ
ば
物
念
益
」
と
「
念
」
の
文
字
を
持
つ
が
、
こ
れ
は
「
も
の
思
ひ
」
で
あ
り
、
第
三
期
の
「
思
ひ
」

と
は
異
な
る
。
し
か
し
窪
田
空
穂
氏
が
そ
の
『
評
釈
』
の
中
で
「
独
詠
と
も
児
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
六
〇
一
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ま
で
と
も
趣
を
異
に
す
る
。
　
（
し
か
し
「
詠
嘆
」
は
自
然
、
独
詠
的
な
面
を
持
っ
て
来
る
。
）
私
は
こ
の
歌
を
い
わ
ゆ
る
台
風
の
眼
だ
と
思

う
。
激
し
い
恋
情
に
身
を
焼
く
中
に
、
ふ
と
ひ
と
と
き
心
の
静
ま
る
瞬
間
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
期
の
「
動
」
か
ら
次
期

の
「
動
」
に
転
ず
る
一
瞬
の
「
静
」
で
あ
る
。

四

　
第
三
期
は
「
惑
乱
期
」
と
名
付
け
よ
う
。
い
さ
さ
か
こ
と
ば
が
激
し
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
以
上
適
切
な
こ
と
ば
が
思
い
浮

か
ば
な
い
。
別
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
反
実
仮
想
・
自
問
自
答
・
仮
定
条
件
に
よ
る
推
量
と
続
く
の
は
、
笠
女
郎
の
恋
し
さ
余
っ
て
思

い
乱
れ
て
い
る
状
態
を
示
し
て
い
る
。
　
「
死
」
が
念
頭
か
ら
去
ら
ず
、
逢
い
た
さ
に
狂
わ
ん
ば
が
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
期
に
二
例
あ
る
「
逢
」
の
文
字
は
、
第
二
期
の
冑
頭
に
　
度
出
た
き
り
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
先
に
、
第
二
期
の
特
徴
で
あ
る
「
詠
嘆
」
は
独
詠
的
な
一
面
を
持
つ
こ
と
を
小
さ
く
記
し
た
。
つ
ま
り
「
詠
嘆
」
は
相
手
に
直
々
語
り

か
け
問
い
か
け
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
感
情
な
り
行
為
な
り
を
鏡
に
映
し
て
、
自
分
は
こ
う
な
の
だ
と
見
た
（
感
じ
た
）
感
慨
を
表

わ
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
比
し
て
第
三
期
は
積
極
的
な
姿
勢
を
感
じ
る
。
眼
が
外
に
向
い
て
い
る
。
だ
か
ら
「
逢
」
の
文
字
が
出
る
の
で
あ
り
、
六
〇
六

の
命
令
体
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
「
死
」
を
詠
ん
で
も
、
第
二
期
が
「
人
は
死
す
る
」
と
一
般
的
な
言
い
方
で
あ
り
・
「
命
死
ぬ

べ
く
恋
ひ
わ
た
る
」
と
修
飾
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
三
期
は
「
千
た
び
そ
わ
れ
は
死
に
返
ら
ま
し
」
　
（
六
〇
三
）

「
君
に
逢
は
ず
死
せ
め
」
　
（
六
〇
五
）
と
、
ま
さ
に
自
己
の
行
為
と
し
て
死
を
意
識
し
て
い
る
。

　
六
〇
三
に
は
類
歌
と
し
て
、
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恋
す
る
に
死
に
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
わ
が
身
は
千
た
び
死
に
返
ら
ま
し
（
巻
十
丁
二
三
九
〇
、
人
麿
歌
集
出
）

が
あ
り
、
こ
れ
を
本
歌
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
笠
女
郎
の
こ
の
時
の
心
情
を
表
白
す
る
の
に
最
も
適

切
な
こ
と
ば
と
し
て
、
こ
の
歌
が
彼
女
の
胸
に
自
然
と
浮
か
ん
で
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
初
句
「
恋
す
る
に
」
を
「
思
ふ
に
し
」
に
換
え
た

と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
が
「
恋
」
し
「
慨
嘆
」
す
る
時
期
の
作
で
は
な
く
、
次
の
段
階
に
入
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
第
三
期

に
は
「
恋
」
の
文
字
は
な
く
「
念
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
別
表
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
同
じ
作
者
が
、
長
い
年
月
を
隔
て
て
も
い
な
い
の
に
、
一
時
期
「
恋
ふ
」
と
詠
み
続
け
て
い
て
、
あ
る
時
点
か
ら
ぴ
っ
た
り
と
「
恋
ふ
」

と
言
う
こ
と
を
止
め
、
　
「
思
ふ
」
と
の
み
言
う
よ
う
に
な
る
の
に
は
、
　
「
恋
ひ
」
ま
た
「
思
ふ
」
相
手
に
対
す
る
作
者
の
恋
情
の
質
の
変

化
が
作
用
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
単
に
時
流
に
乗
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
　
「
恋
ふ
」
は
二
人
の
間
の
物
理
的
距
離

を
認
め
て
の
心
情
の
表
現
で
あ
る
に
対
し
て
、
　
「
思
ふ
」
　
（
笠
女
郎
の
）
は
そ
う
い
う
も
の
を
超
越
し
た
、
　
つ
ま
り
距
離
な
ど
考
慮
に
入

れ
な
い
心
情
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
こ
じ
つ
け
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
こ
の
期
の
積
極
的
な
姿
勢
の
根

源
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
六
〇
五
は
上
三
句
に
「
天
地
の
神
に
道
理
と
い
う
も
の
が
も
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
」
と
、
反
実
仮
想
と
も
い
う
べ
き
仮
定
条
件
を
提
示

し
て
、
下
二
句
に
「
念
・
逢
・
死
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
第
三
期
の
特
徴
の
全
て
を
網
羅
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
期
の
代
表
的
な
歌

で
あ
り
、
こ
の
期
の
高
ま
り
の
頂
1
3
｛
に
立
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
表
面
で
は
「
私
の
思
う
君
に
逢
わ
ず
に
死
ぬ
だ
ろ
う
」
と
言
う
も
の

の
、
上
三
句
の
仮
定
条
件
が
天
地
の
神
へ
の
あ
り
え
ぬ
疑
い
で
あ
る
か
ら
強
い
反
語
と
な
り
、
下
二
句
の
意
味
は
逆
転
す
る
。
す
な
わ

ち
、
　
「
太
陽
が
西
か
ら
上
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
」
と
か
「
地
球
が
三
角
に
な
っ
て
も
」
と
か
言
っ
て
固
い
決
意
を
述
ぺ
る
、
古
今
東
西
共

通
の
最
上
級
表
現
で
あ
る
。
そ
の
上
三
句
を
更
に
「
こ
そ
」
で
強
め
、
そ
の
た
め
に
結
句
が
「
死
せ
め
」
と
な
り
、
　
「
死
せ
む
」
と
あ
る
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よ
り
深
い
余
情
が
こ
も
る
結
果
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
　
「
逢
わ
ず
に
死
ぬ
こ
と
が
あ
る
も
の
か
／
」
と
、
別
表
に
は
「
推
量
」
と
記
し
た

け
れ
ど
も
、
も
し
天
地
の
神
に
も
見
離
さ
れ
た
な
ら
死
す
と
も
辞
せ
じ
の
覚
悟
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
笠
女
郎
の
思
い
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
頂
上
を
極
め
た
と
こ
ろ
で
成
就
せ
ぬ
と
な
れ
ば
、
そ
の
先
は
下
る
し
か

な
い
。
そ
の
状
態
で
の
歌
が
六
〇
六
・
六
〇
七
で
あ
ろ
う
か
。
六
〇
七
は
「
念
」
で
あ
り
な
が
ら
「
詠
嘆
」
で
あ
り
、
第
二
期
の
結
び
の

歌
（
六
〇
二
）
の
よ
う
に
六
〇
六
ま
で
と
は
趣
を
異
に
し
独
詠
に
近
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
第
三
期
の
「
動
」
か
ら
次
期
の
「
動
」
に
転
ず

る
一
瞬
の
「
静
」
で
あ
る
。五

　
第
四
期
は
「
離
別
期
」
と
名
付
け
よ
う
。
陳
腐
で
は
あ
る
が
、
六
〇
八
を
「
絶
縁
状
」
と
解
す
る
私
の
解
釈
を
示
す
名
称
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
六
〇
八
の
歌
を
笠
女
郎
は
本
当
に
家
持
に
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
ふ
と
感
じ
た
疑
問
が
、
私
の
心
を
捉
え
て
放
さ
な
い
。
そ
れ
を
解

く
す
べ
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
こ
の
二
十
四
首
一
連
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
贈
っ
た
の
に
間
違
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
疑
問
は
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
歌
は
一
体
ど
ん
な
つ
も
り
で
家
持
に
贈
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
首
の

裏
に
作
者
の
ど
ん
な
心
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
讐
喩
は
奇
抜
で
あ
っ
て
、
し
か
も
極
め
て
適
切
な
、
そ
し
て
新
し
い
、
類
を
絶
し
た
も
の
と
一
般
に
賞
讃
さ
れ
て
お
り
、
窪
田
『
評

釈
』
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
稀
有
な
歌
才
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
の
通
り
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
っ
て
こ
の
歌
を
評
し

了
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
長
沢
美
津
氏
は
笠
女
郎
に
つ
い
て
論
じ
た
中
に
「
家
持
の
無
情
と
片
恋
ひ
の
苦
痛
を
自
笑
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
云
ひ
つ
く
し
て
ゐ
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て
ま
こ
と
に
巧
妙
で
あ
り
、
真
情
を
吐
露
し
て
ゐ
て
単
な
る
比
喩
歌
と
し
て
見
過
し
が
た
い
真
剣
な
も
の
を
覚
え
る
」
と
言
わ
れ
て
い

（
注
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
。
歌
を
詠
ま
れ
た
場
か
ら
切
り
離
し
て
見
る
な
ら
こ
れ
で
よ
い
。
し
か
し
、
真
情
を
吐
．
露
し
た
真
剣
な
こ
の
歌
を
贈
ら
れ
た
男
は
、
こ

れ
を
ど
う
い
う
具
合
に
受
け
と
め
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
稀
有
な
歌
才
よ
、
真
整
な
歌
い
ぶ
り
よ
と
ほ
め
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
第
三
者
で
あ
っ
て
贈
ら
れ
た
家
持
は
そ
う
は
ゆ
く
ま
い
と
思

う
。
　
『
全
註
釈
』
に
「
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
家
持
も
思
わ
ず
破
顔
一
笑
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
私
は
そ
う
は
思

　
　
（
注
6
）

わ
な
い
。

　
私
は
こ
の
歌
を
絶
縁
状
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
作
者
の
そ
の
覚
悟
を
私
は
読
む
。
　
『
総
釈
』
は
「
柳
眉
を
さ
か
だ

て
て
い
る
女
性
の
姿
が
目
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
」
と
言
い
、
　
「
そ
の
自
暴
自
棄
の
気
持
が
気
の
毒
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
勇
み
足
の
よ
う
で
あ
る
。
感
情
は
激
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
流
さ
れ
て
で
き
た
歌
と
は
思
え
な
い
の
で

あ
る
。

　
こ
ん
な
思
い
切
っ
た
表
現
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
思
い
続
け
、
片
恋
の
苦
し
み
を
続
け
て
行
き
そ
う
な
自

分
に
、
思
い
切
る
き
っ
か
け
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
一
首
も
家
持
へ
の
贈
歌
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
考
え
る
よ
り
ほ
か
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
『
私
注
』
に
は
「
奇
を
以
て
人
を
驚
か
す
に
は
よ
い
が
、
相
聞
歌
と
し
て
の
功
徳
も
亦
な
か
ら
う
。
此
の
一

連
の
歌
が
、
歌
の
為
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
此
に
依
つ
て
も
分
る
」
と
あ
る
。

　
笠
女
郎
は
つ
い
に
京
を
去
り
故
郷
へ
帰
っ
て
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
思
い
は
止
ま
ず
、
六
〇
九
・
六
一
〇
の
二
首
を
贈
っ
た
。
六
〇
九

は
別
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
第
二
期
「
慨
嘆
期
」
の
特
徴
を
、
六
一
〇
は
第
三
期
「
惑
乱
期
」
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
　
一
種

の
回
顧
的
な
気
分
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
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第
一
期
冒
頭
の
一
首
（
五
八
七
）
を
笠
女
郎
の
恋
の
物
語
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
だ
と
、
先
に
私
は
言
っ
た
。

々
、
ま
さ
に
そ
の
恋
の
物
語
の
終
章
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
二
首
は
余
韻
搦

占’N

　
笠
女
郎
の
巻
四
の
二
十
四
首
一
連
は
「
渇
望
期
」
　
「
慨
嘆
期
」
　
「
惑
乱
期
」
　
「
離
別
期
」
の
四
期
に
分
か
た
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
あ

る
四
つ
の
波
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
述
ぺ
て
来
た
。
こ
の
波
に
乗
っ
て
、
笠
女
郎
の
家
持
へ
の
恋
情
が
次
第
に
高
ま
っ

て
行
く
。
そ
れ
は
、
期
待
を
も
っ
て
待
つ
時
期
か
ら
、
片
恋
の
苦
し
さ
を
詠
嘆
す
る
時
期
に
、
更
に
思
い
の
激
す
る
余
り
に
心
ま
ど
う
時

期
に
と
、
恋
情
が
高
ま
っ
て
ゆ
き
、
つ
い
に
自
ら
思
い
切
っ
て
離
れ
て
行
く
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
一
つ
の
波
が
次
の
波
へ
移
る
時
、
当
然
波
高
は
最
も
低
く
な
る
。
高
い
強
い
波
ほ
ど
、
そ
の
落
差
は
大
き
い
。
例
え
ば
高
く
跳
び
上
が

る
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
低
く
し
ゃ
が
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
「
強
・
弱
」
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
渇
望
期
」
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
か
ら
「
強
」
と
な
り
、
末
尾
二
首
（
五
九
〇
・
五
九
一
）
が
恋
の
心
を
直
接
訴
え
て
い
な
い
の
で
「
弱
」
に

当
る
。
こ
の
「
弱
」
部
を
飛
躍
の
き
っ
か
け
と
し
て
「
慨
嘆
期
」
に
移
り
、
　
「
強
」
が
続
い
て
後
、
　
「
動
」
か
ら
次
の
「
動
」
へ
転
ず
る

一
瞬
の
「
静
」
と
し
て
と
ら
え
た
六
〇
二
の
歌
が
こ
の
期
の
「
弱
」
に
当
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
「
惑
乱
期
」
に
移
り
、
六
〇
三

～
六
〇
五
の
「
強
」
と
な
り
、
こ
の
期
の
末
尾
の
六
〇
七
が
や
は
り
「
弱
」
に
当
る
。
ま
た
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
「
離
別
期
」
の
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）

〇
八
の
「
強
」
を
生
む
。
そ
し
て
最
後
の
二
首
（
六
〇
九
・
六
一
〇
）
を
「
弱
」
と
し
て
、
四
つ
の
波
が
終
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
十
四
首
一
連
は
強
弱
を
四
回
繰
り
返
す
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
続
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
リ
ズ
ム
こ
そ
が
、
笠
女
郎
の
こ
の

一
連
の
二
十
四
首
に
見
事
な
変
化
を
与
え
、
読
者
を
惹
き
つ
け
る
原
因
で
あ
ろ
う
。
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本
稿
は
、
昭
相
四
十
四
年
六
月
二
十
八
日
、
上
代
文
学
会
例
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
「
笠
女
郎
放
」
を
骨
子
と
し
て
、
全
面
改
稿

し
た
も
の
で
す
。
例
会
発
表
を
お
勧
め
い
た
だ
い
た
柴
生
田
稔
先
生
、
五
味
智
芙
先
生
、
発
表
に
際
し
て
御
教
示
い
た
だ
い
た
大
久
間
喜

一
郎
氏
、
中
西
進
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
そ
の
発
表
原
稿
に
は
、
笠
女
郎
の
家
持
へ
の
恋
の
始
ま
り
の
年
時
の
検
討
と
、
巻
三
讐
喩
歌
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
笠
女
郎
贈
大

伴
宿
禰
家
持
歌
三
首
」
　
（
三
九
五
～
三
九
七
）
、
お
よ
び
巻
八
春
相
聞
の
部
の
「
笠
女
郎
贈
大
伴
家
持
歌
一
首
」
　
（
一
四
五
一
）
、
同
秋
相

聞
の
部
の
「
笠
女
郎
贈
大
伴
宿
禰
家
持
歌
一
首
」
　
（
一
六
一
六
）
の
計
五
首
を
巻
四
の
一
連
の
中
へ
位
概
づ
け
た
試
案
と
、
笠
女
郎
の
響

喩
歌
の
特
色
を
論
じ
た
も
の
と
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
欠
い
て
は
「
笠
女
郎
」
の
論
と
し
て
は
全
く
形
を
成
さ
な
い
の
で
す

が
、
予
定
の
紙
数
を
越
え
ま
し
た
の
で
、
小
稿
は
そ
の
第
一
部
と
い
う
こ
と
に
し
、
あ
と
は
第
二
部
と
し
て
近
い
機
会
に
発
表
す
る
こ
と

に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）

注
1
　
二
十
四
首
の
排
列
順
を
、
こ
の
ま
ま
私
は
信
じ
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
に
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
な
く
、
　
『
万
葉
集
総
釈
』
（
石
井
庄
司
氏
担
当
）

　
は
、
五
九
九
を
「
逢
初
め
て
間
の
な
い
時
の
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
、
「
此
の
歌
が
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
此
の
十
四
首

　
の
順
序
は
必
ず
し
も
、
も
と
の
順
序
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
昭
和
十
年
の
も
の
で
あ
り
、
石
井
先
生
の
現
在
の
お
考
え

　
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
歌
は
こ
の
位
置
に
お
い
て
も
解
釈
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
歌
の
し
ら
べ
か
ら
見
て
も
、
私
は
こ
の
位
置
に
置
き
た
い
。
二

　
十
四
首
の
順
序
は
贈
ら
れ
た
ま
ま
の
順
で
あ
る
と
し
て
、
私
の
論
を
す
す
め
た
。

注
2
　
「
と
こ
ろ
で
脇
屋
真
一
君
の
説
に
、
動
詞
知
ル
は
、
下
二
段
活
用
と
し
て
、
被
動
の
意
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
は
そ
の
已
然
条
件
法
と

　
し
て
、
令
知
哉
を
シ
ル
レ
ヤ
と
読
む
べ
き
だ
と
い
う
。
」
（
『
増
訂
万
葉
集
全
註
釈
』
五
、
一
七
三
ペ
ー
ジ
）

注
3
　
昭
和
二
十
四
年
六
月
十
五
日
発
行
、
改
造
社
。

注
4
　
「
恋
」
と
「
思
（
念
）
」
と
の
分
布
を
調
べ
て
笠
女
郎
論
を
展
開
さ
れ
た
先
駆
者
は
中
西
進
氏
で
あ
る
。
私
は
上
代
文
学
会
例
会
に
お
い
て
そ

　
の
御
教
示
を
受
け
、
今
、
稿
を
改
め
て
四
期
説
を
立
て
る
の
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
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注
5
　
創
元
社
万
葉
集
講
座
第
四
巻
作
家
篇
所
収
「
家
持
の
妻
」
　
（
一
六
〇
ペ
ー
ジ
）

注
6
　
拙
稿
「
大
伴
家
持
の
青
春
－
天
平
五
年
前
後
ー
」
　
（
五
味
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
上
代
文
学
論
叢
所
収
）
に
も
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
。

注
7
　
こ
の
強
弱
・
強
弱
・
強
弱
・
強
弱
の
四
つ
の
波
を
、
陸
上
競
技
の
三
段
跳
に
な
ぞ
ら
え
て
み
た
い
。

　
　
　
第
一
期
の
「
渇
望
期
」
は
ス
タ
ー
ト
か
ら
助
走
、
そ
し
て
最
初
の
踏
み
切
り
で
あ
る
。
助
走
が
十
分
で
な
い
と
跳
躍
は
伸
び
な
い
。
　
こ
の
一
連

　
　
は
助
走
も
十
分
、
そ
し
て
踏
み
切
り
、
つ
ま
り
最
初
の
「
弱
」
部
も
ま
た
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

　
　
　
「
慨
嘆
期
」
は
第
一
跳
躍
、
ホ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
を
最
も
大
き
く
跳
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
十
四
首
中
こ
の
期
は
十
一
首
、
歌
も
す
ぐ

　
　
れ
た
歌
が
多
い
。
こ
の
期
の
末
尾
の
歌
六
〇
二
は
ホ
ッ
プ
か
ら
足
を
換
え
て
ス
テ
ッ
プ
に
転
ず
る
一
瞬
の
踏
み
切
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
惑
乱
期
」
は
第
二
跳
躍
、
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
飛
距
離
は
次
第
に
短
く
な
る
。
こ
の
期
は
五
首
で
あ
る
。
　
そ
し
て
末
尾
の
歌
六
〇
七
を
も
っ

　
　
て
次
の
跳
躍
に
転
ず
る
。

　
　
　
「
離
別
期
」
は
第
三
跳
躍
、
ジ
ャ
ン
プ
で
あ
る
。
こ
の
期
は
三
首
で
あ
る
が
、
六
〇
八
が
強
烈
で
あ
る
。
　
文
字
通
り
死
力
を
尽
、
し
た
ホ
ッ
プ
．

　
　
ス
テ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ン
プ
の
選
手
は
、
六
〇
九
・
六
一
〇
で
着
地
し
、
そ
の
ま
ま
フ
ィ
ー
ル
ド
に
倒
れ
伏
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
家
持
を
め
ぐ
る
多
く
の
女
性
た
ち
が
、
坂
上
大
嬢
を
除
い
て
は
お
お
む
ね
走
幅
跳
の
選
手
、
そ
れ
も
助
走
な
ど
無
い
に
等
し
い
飛
距
離
の
短
い

　
　
幅
跳
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
笠
女
郎
は
十
二
分
に
助
走
を
と
っ
た
見
事
な
三
段
跳
の
選
手
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
笠
女
郎
歌
群
の
特
徴
な
の
で
あ

　
　
る
。
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