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一
．
は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
か
ら
『
古
今
和
歌
集
』
に
か
け
て
、
和
歌
の
修
辞
は

そ
の
質
、
量
と
も
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
。
和
歌
の
修
辞
の
特
徴

は
、
時
代
が
要
請
す
る
歌
の
あ
り
方
や
、
歌
人
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
が

明
確
に
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
の
修
辞
を
考
察

す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
意
識
の
変
化
を
知
る
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
掛
詞
を
対
象
に
考
察
を
行
う
。
掛
詞
の
展
開
に
は
、『
古
今

和
歌
集
』
が
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
が
、
そ
れ
は
、
和
歌
が

平
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
し
か
し
、
既

に
『
万
葉
集
』
の
段
階
か
ら
散
見
さ
れ
る
掛
詞
は
ど
の
よ
う
に
捉
え

れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
。
平
安
期
の
掛
詞
と
は
ど
の
よ
う
に
違
い
、
ま

た
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
万
葉
集
』
序
詞
と

の
関
係
、
譬
喩
歌
の
影
響
な
ど
を
考
察
し
な
が
ら
、
そ
の
問
題
に
迫

り
た
い
。

二
．
序
詞
か
ら
掛
詞
へ
の
展
開

万
葉
集
に
お
け
る
掛
詞
は
、
序
詞
の
物
象
表
現
と
心
情
表
現
の
接

合
部
（
連
結
語
）
に
現
れ
、
ま
た
そ
の
殆
ど
が
、

1
く
し
ろ
つ
く
」
手
節
の
崎
に
今
日
も
か
も
大
宮
人
の
玉
藻
刈
る
ら

む 

（
一
・
四
一
・
人
麻
呂
）

2
暮
に
逢
ひ
て
朝
面
無
み
」
名
隠
に
か
日
長
き
妹
が
廬
せ
り
け
む

 

（
一
・
六
〇
・
長
皇
子
）

と
い
っ
た
、
地
名
に
連
鎖
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
鎖
形

式
に
よ
る
掛
詞
が
、
後
の
掛
詞
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
し
か
し
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
が
、
平
安
期
の
掛
詞
成
立

掛
詞
の
表
現
構
造

萩
野　

了
子
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の
直
接
的
な
要
因
に
な
る
と
考
え
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
よ
う
。
鈴
木

日
出
男
氏
は
、
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
に
よ
っ
て
、
同
音
類
音
の
言

葉
の
存
在
へ
の
認
識
が
敏
感
に
な
り
、「
類
音
繰
返
し
の
序
詞
」
が
発

達
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「
類
音
繰
返
し
の
序
詞
」
が
、
地
名

以
外
に
連
鎖
す
る
「
掛
詞
式
序
詞
」
へ
と
繋
が
り
、
最
後
に
、
序
詞

か
ら
独
立
し
た
単
独
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
っ
た
と
し
て
、
万
葉
集
か

ら
古
今
和
歌
集
に
か
け
た
、
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
↓ 

類
音
繰
返

し
の
序
詞
↓
掛
詞
式
序
詞
↓
掛
詞 
と
い
う
、
序
詞
か
ら
掛
詞
へ
の

発
達
過
程
を
示
し
て
い
る）

1
（

。
こ
こ
で
は
便
宜
上
「
類
音
繰
返
し
」
や

「
掛
詞
式
」
と
い
う
言
葉
で
序
詞
の
分
類
を
し
て
い
る
が
、
鈴
木
氏

は
「
万
葉
的
表
現
と
し
て
の
自
然
」（『
古
代
和
歌
史
論
』・
東
京
大
学
出

版
会
・
平
成
二
年
）
に
お
い
て
、
序
詞
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
を
組
成

し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
注
意
し
て
分
類
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

以
下
の
よ
う
な
三
分
類
と
、
そ
の
例
歌
を
提
示
し
て
い
る
。

 

Ａ
（
１
）　

文
脈
二
重　

同
音
類
音
同
義

 

（　

序
詞　
　

文
脈
重
層
部
分　
　

本
旨　

）

秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ら
ふ
朝
霞
い
つ
へ
の
方
に
あ
が
恋
ひ
や
ま

む 

（
二
・
八
八
・
磐
姫
皇
后
）

 

Ａ
（
２
）　

文
脈
二
重　

同
音
類
音
異
義

 

（　

序
詞　
　

文
脈
重
層
部
分　
　

本
旨　

）

大
夫
の
得
物
矢
手
挟
み
立
ち
向
か
ひ
射
る
円
形
は
見
る
に
さ
や
け

し 

（
一
・
六
一
・
舎
人
娘
子
）

 

Ｂ　

文
脈
一
重　

同
音
類
音
異
義　

同
音
類
音
繰
り
返
し

 

（　

序
詞　
　
　
　
　
　

本
旨　

）

巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
つ
つ
偲
は
な
巨
勢
の
春
野

を 

（
一
・
五
四
・
坂
門
人
足
）

鈴
木
氏
は
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
を
、  

Ａ
（
２
）
の
文
脈
二
重･

同
音
異
義
と
見
な
し
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
先
の
序
詞
か
ら
掛

詞
の
発
達
過
程
、「
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
↓
類
音
繰
返
し
の
序
詞
↓

掛
詞
式
序
詞
↓
掛
詞
」
は
、

 

Ａ
（
２
）　

文（
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
）

脈
二
重
・
同
音
異
義
↓ 

Ｂ 

文（

類

音

繰

返

し

の

序

詞

）

脈
一
重
・
同
音
異
義

↓  

Ａ
（
２
）　

文（

掛

詞

式

序

詞

）

脈
二
重
・
同
音
異
義
↓　

掛
詞

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞

の
つ
な
ぎ
部
分
が
、  

Ａ
（
２
）
の
同
音
異
義
の
関
係
と
な
る
こ
と
は
、

も
う
一
度
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
地
名
に
連

鎖
す
る
序
詞
と
は
、
ほ
め
讃
え
る
対
象
で
あ
る
地
名
の
本
来
の
意
味

を
再
生
し
喚
起
さ
せ
る
、
枕
詞
の
機
能
を
負
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
吉
野
樹
紀
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、音
の
連
鎖
の
様
式
は「
神

話
的
幻
想
の
神
聖
さ
を
志
向
し
な
が
ら
、
同
時
に
比
喩
と
し
て
の
意

味
を
生
成）

2
（

」
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
讃
美
の
対
象
以
外
に

は
連
鎖
す
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
白
井
伊
津
子
氏

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
懸
詞
の
あ
り
よ
う
を
呈
し
つ
つ
、
再
生
さ
れ
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る
意
味
は
、
地
名
が
負
っ
て
い
る
は
ず
の
意
味
と
し
て
規
定
さ
れ
る

た
め
、
地
名
と
、
地
名
の
中
に
再
生
さ
れ
る
意
味
と
は
、
と
も
に
ひ

と
つ
の
音
に
備
わ
っ
て
い
る）

3
（

」（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
序
詞
と
地
名
の
連
鎖
部
分
は
同
音
異
義
語
と

は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
は
、

地
名
以
外
に
連
鎖
す
る
掛
詞
式
序
詞
や
平
安
期
の
掛
詞
と
は
、
本
質

的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
序
詞
か
ら
掛
詞
の
発
達
過
程
は
、

 

Ａ
（
１
）　

文（
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
）

脈
二
重
・
同
音
同
義
↓ 
Ｂ 

文（

類

音

繰

返

し

の

序

詞

）

脈
一
重
・
同
音
異
義

↓  

Ａ
（
２
）　

文（

掛

詞

式

序

詞

）

脈
二
重
・
同
音
異
義
↓
掛
詞

と
捉
え
返
し
た
方
が
良
い
。
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
が
実
は
同
音
同

義
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
発
達
の
過
程
を
見
て
み

る
と
、
序
詞
か
ら
掛
詞
へ
の
展
開
は
、
和
歌
の
中
に
同
音
異
義
語
を

定
着
さ
せ
る
段
階
を
追
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
万

葉
集
内
の
地
名
に
連
鎖
す
る
用
例
の
中
で
も
、
そ
の
流
れ
を
見
る
事

が
出
来
る
。

 

Ａ
（
１
）

3
大
夫
の
得
物
矢
手
挟
み
立
ち
向
か
ひ
射
る
」
円
形
は
見
る
に
さ
や

け
し 

（
一
・
六
一
・
舎
人
娘
子
）

 

Ａ
（
１
）
↓ 

Ｂ 

4
紐
鏡
」
能
登
香
の
山
は
誰
ゆ
ゑ
か
君
来
ま
せ
る
に
紐
解
か
ず
寝
む

 

（
十
一
・
二
四
二
四
）

Ｂ 5
路
の
後
深
津
島
山
」
暫
く
も
君
が
目
見
ね
ば
苦
し
か
り
け
り

 

（
十
一
・
二
四
二
三
）

 

Ａ
（
２
）

6
大
伴
の
」
見
つ
と
は
言
は
じ
あ
か
ね
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
直
に
逢

へ
り
と
も 

（
四
・
五
六
五
・
賀
茂
女
王
）

3
は
地
名
「
円
形
」
に
続
く
序
詞
の
文
脈
が
、「
円
形
」
の
負
っ
て

い
る
意
味
を
語
る
内
容
と
し
て
あ
る
。
よ
っ
て
「
射
る
的
」「
円
形
」

が
共
有
す
る
「
マ
ト
」
の
音
は
、
同
音
同
義
の
語
と
し
て
機
能
す
る

の
で
あ
る
。
4
の
「
能
登
香
の
山
」
も
、
紐
鏡
の
「
紐
を
解
く
な
」
い

う
意
味
を
背
負
っ
た
地
名
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
3
同
様
、
同
音

同
義
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、
第
五
句
で
「
紐
解

か
ず
」
と
、「
能
登
香
」
の
類
音
を
繰
り
返
し
て
お
り
、 Ａ
（
１
）
か
ら

Ｂ 

へ
の
流
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
5
は「
深
津
島
山
」「
暫
く
も
」

と
、「
シ
マ
」
の
音
を
反
復
さ
せ
、
文
脈
の
転
換
と
同
時
に
、
意
味
の

転
換
も
行
わ
れ
て
お
り
、
同
音
異
義
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最

後
に
6
は
、
枕
詞
「
大
伴
の
」、
地
名
「
御
津
」
と
い
う 

Ａ
（
１
）
と

同
じ
様
式
を
取
り
な
が
ら
、「
ミ
ツ
」
の
音
に
地
名
と
は
関
係
の
無
い

「
見
つ
」
と
、
同
音
異
義
語
を
背
負
わ
せ
て
い
る
。

鈴
木
氏
の
提
示
す
る
掛
詞
へ
の
発
達
過
程
は
、
同
音
異
義
語
を
和

歌
の
中
に
定
着
さ
せ
て
い
く
流
れ
を
辿
る
も
の
で
あ
る
。
音
の
連
鎖
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の
様
式
は
、
本
来
讃
美
す
べ
き
対
象
に
か
か
り
、
同
音
同
義
の
掛
詞

を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
右
の
6
で
も
、
連
鎖
部
分
が
同
音
異
義

語
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
や
は
り
本
来
讃
美
の
対
象
で
あ
る
地
名
に

か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
連
鎖
部
分
が
同
音
異
義
語
と

な
る
例
、
し
か
も
、
地
名
（
讃
美
す
べ
き
対
象
、
固
有
名
詞
）
以
外
に

連
鎖
す
る
、

7
三
島
江
の
入
江
の
薦
を
」
か
り
に
こ
そ
わ
れ
を
ば
君
は
思
ひ
た
り

け
れ 

（
十
一
・
二
七
六
六
）

の
「
刈
り
／
仮
」
の
よ
う
な
用
例
は
、
非
常
に
成
り
立
ち
に
く
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

万
葉
集
に
は
そ
の
全
期
に
亘
っ
て
実
に
多
様
な
同
音
繰
返
し
の
序

詞
が
見
出
さ
れ
、
後
期
万
葉
に
な
る
に
つ
れ
更
に
そ
の
勢
い
を
増
し

て
い
く
。
同
音
異
義
の
言
葉
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
う
か
が
わ
れ
、

掛
詞
の
発
達
過
程
を
順
調
に
進
ん
で
い
く
か
に
見
え
る
。
し
か
し
や

は
り
、
掛
詞
式
序
詞
、
つ
ま
り
連
結
部
が
明
ら
か
に
同
音
異
義
の
掛

詞
と
な
っ
て
い
る
も
の
（
＝ 

Ａ
（
２
） 

）
は
、
あ
ま
り
発
達
し
て
こ

な
い
。
平
安
期
の
掛
詞
に
最
も
近
い
段
階
に
あ
る
は
ず
の
掛
詞
式
序

詞
が
、
大
き
な
発
達
を
遂
げ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
掛
詞
へ

繋
が
っ
て
い
く
修
辞
の
流
れ
の
中
に
ま
だ
何
か
欠
け
て
い
る
要
素
が

あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
．
掛
詞
式
序
詞
の
成
立

掛
詞
式
序
詞
は
僅
か
で
は
あ
る
が
、
万
葉
集
中
に
も
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
流
れ
を

考
え
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
先
に
述
べ
た
鈴
木
氏
の
指
摘

の
よ
う
に
、
類
音
繰
返
し
の
序
詞
か
ら
発
展
し
た
流
れ
で
あ
り
、
ま

た
も
う
一
つ
は
、
譬
喩
歌
と
の
影
響
関
係
で
あ
る
。
掛
詞
式
序
詞
の

い
く
つ
か
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
類
音
繰
返
し
の
序
詞
と
、
そ
の

接
合
部
分
の
用
語
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

8
豊
国
の
企
救
の
浜
松
」
ね
も
こ
ろ
に
何
し
か
妹
に
相
言
ひ
始
め
け

む 

（
十
二
・
三
一
三
〇
）

9
伊
香
保
ろ
の
岨
の
榛
原
」
ね
も
こ
ろ
に
奥
を
な
兼
ね
そ
現
在
し
よ

か
ば 

（
十
四
・
三
四
一
〇
）

右
は
、
物
象
叙
述
か
ら
の
流
れ
で
「
根
（
ネ
）」
の
音
を
導
き
、

そ
れ
を
同
音
異
義
語
と
し
て
心
情
表
現
に
転
換
さ
せ
た
掛
詞
式
序
詞

で
あ
る
が
、
こ
の
「
根
」
と
「
懇
ろ
（
ネ
モ
コ
ロ
）」
の
組
合
せ
は
、

10
浅
葉
野
に
立
ち
神
さ
ぶ
る
菅
の
根
の
」
ね
も
こ
ろ
誰
ゆ
ゑ
わ
が
恋

ひ
な
く
に 

（
十
二
・
二
八
六
三
）

11
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
の
」
ね
も
こ
ろ
に
わ
れ
は
そ
恋
ふ
る
君
が

姿
に 

（
十
二
・
三
〇
五
一
）

の
例
の
よ
う
に
、
同
音
を
繰
り
返
し
て
連
結
さ
せ
た
序
詞
に
同
様
の
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関
係
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

12
妹
も
わ
れ
も
清
の
河
の
河
岸
の
」
妹
が
く
ゆ
べ
き
心
は
持
た
じ

 

（
三
・
四
三
七
・
河
辺
宮
人
）

右
の
例
も
、「
悔
ゆ
」
の
部
分
は
、物
象
叙
述
か
ら
の
流
れ
で
は
「
崩

ゆ
」
を
表
わ
し
て
お
り
、
同
音
異
義
の
掛
詞
と
し
て
心
情
表
現
に
切

り
替
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
、

13
鎌
倉
の
見
越
の
崎
の
石
崩
の
」
君
が
く
ゆ
べ
き
心
は
持
た
じ

 

（
十
四
・
三
三
六
五
）

と
い
う
「
崩
ゆ
／
悔
ゆ
」
と
い
う
同
様
の
組
合
せ
を
持
つ
、
類
音
繰

返
し
の
序
詞
が
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
掛
詞
式
序
詞
内
の
、
同
音
異
義
語
の
組
合
せ
は
、

類
音
繰
返
し
の
序
詞
に
お
い
て
も
同
様
の
組
合
せ
で
表
わ
れ
て
い
る

も
の
が
あ
る
。
同
音
異
義
語
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
、
類
音
繰
返
し

の
序
詞
に
表
わ
れ
、
そ
れ
が
更
に
発
展
し
た
先
に
掛
詞
式
序
詞
が
あ

る
、
と
い
う
鈴
木
氏
の
見
通
し
は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
点
、
譬
喩
歌
と
の
関
係
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
け
る
譬
喩
歌
と
は
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
歌

の
文
脈
に
人
事
的
内
容
を
明
示
せ
ず
、
譬
喩
媒
体
を
通
し
て
間
接
的

に
主
意
を
表
現
す
る
、
寓
喩
の
歌
を
指
す
。
集
中
に
あ
ま
り
用
例
を

見
出
せ
な
い
掛
詞
式
序
詞
で
あ
る
が
、
そ
の
同
音
異
義
の
掛
詞
部
分

に
着
目
す
る
と
、
実
は
そ
こ
に
、
譬
喩
歌
に
お
い
て
頻
出
す
る
用
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

14
わ
た
つ
み
の
沖
つ
縄
海
苔
」
く
る
時
と
妹
が
待
つ
ら
む
月
は
経
に

つ
つ 

（
十
五
・
三
六
六
三
）

掛
詞
式
序
詞
と
な
っ
て
い
る
遣
新
羅
使
人
歌
14
は
、太
線
「
く
る
」

に
、「（
縄
海
苔
を
）
繰
る
」
意
と
、「（
君
が
）
来
る
」
意
を
掛
け
合
わ
せ

て
い
る
。
一
方
譬
喩
歌
に
は
、

15 

河
内
女
の
手
染
め
の
糸
を
繰
り
反
し
片
糸
に
あ
れ
ど
絶
え
む
と
思

へ
や 

（
七
・
一
三
一
六
）

16 

女
郎
花
咲
く
沢
の
辺
の
真
田
葛
原
何
時
か
も
繰
り
て
わ
が
衣
に

着
む 

（
七
・
一
三
四
六
）

な
ど
、
女
へ
の
求
愛
の
行
為
を
表
し
た
、「
繰
る
」
の
語
が
見
え
る
。

17
玉
桙
の
道
行
き
疲
れ
稲
筵
」
し
き
て
も
君
を
見
む
よ
し
も
が
も

 

（
十
一
・
二
六
四
三
）

18 

階
立
つ　

筑
摩
左
野
方　

息
長
の　

遠
智
の
小
菅　

編
ま
な
く
に　

い
刈
り
持
ち
来　

敷
か
な
く
に　

い
刈
り
持
ち
来
て　

置
き
て　

わ

れ
を
偲
は
す　

息
長
の　

遠
智
の
小
菅 

（
十
三
・
三
三
二
三
）

17
の
よ
う
に
、稲
筵
を
「
敷
く
」
の
意
と
、「
頻
り
に
」
の
意
が
、「
シ

キ
」
の
音
で
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
掛
詞
式
序
詞
が
あ
る
が
、
こ
れ

も
譬
喩
歌
に
お
い
て
寓
意
を
込
め
た
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。18
は
、「
小
菅
」を
女
に
喩
え
、「
編
ま
な
く
に
・
敷
か
な
く
に
」に
、

妻
に
す
る
気
も
な
い
の
に
、
と
い
う
意
を
含
ま
せ
、「
刈
る
」
に
は
関
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係
を
結
ぶ
意
を
含
ま
せ
る
譬
喩
歌
で
あ
る
。

19
三
島
江
の
入
江
の
薦
を
」
か
り
に
こ
そ
わ
れ
を
ば
君
は
思
ひ
た
り

け
れ 

（
十
一
・
二
七
六
六
）

20 

真
珠
つ
く
越
の
菅
原
わ
れ
刈
ら
ず
人
の
刈
ら
ま
く
惜
し
き
菅
原

 

（
七
・
一
三
四
一
）

21 

三
島
江
の
玉
江
の
薦
を
標
め
し
よ
り
己
が
と
そ
思
ふ
い
ま
だ
刈

ら
ね
ど 

（
七
・
一
三
四
八
）

19
に
お
い
て
、
序
詞
の
接
合
部
分
の
「
か
り
」
は
「
刈
り
／
仮
」

の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
が
、こ
の
「
刈
る
」
と
い
う
語
も
、『
万
葉
集
』

譬
喩
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
20
の
よ
う
に
、「
菅
原
」
に
女
を
含
ま

せ
、「
刈
る
」
は
手
に
入
れ
る
意
を
持
っ
て
お
り
、
他
の
男
に
取
ら
れ

る
こ
と
を
「
人
の
刈
ら
ま
く
を
し
き
」
と
表
現
し
て
い
る
。

22
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
衣
の
」
な
れ
な
ば
か
一
日
も
君
を
忘
れ
て
思

は
む 

（
六
・
九
四
七
・
赤
人
）

23 

お
ほ
ろ
か
に
わ
れ
し
思
は
ば
下
に
着
て
穢
れ
に
し
衣
を
取
り
て
着

め
や
も 

（
七･

一
三
一
二
）

24 

紅
は
う
つ
ろ
ふ
も
の
そ
橡
の
穢
れ
に
し
衣
に
な
ほ
及
か
め
や
も

 

（
十
八
・
四
一
〇
九
・
家
持
）

序
詞
の
文
脈
か
ら
「
ナ
ル
」
の
音
に
よ
っ
て
意
味
が
転
換
す
る
掛

詞
式
序
詞
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
23
、
24
の
譬
喩
歌
に
も
「
ナ

ル
」
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
23
は
、「
穢
れ
」
に
使
い
古
し
た

意
を
、「
衣
」
に
妻
を
、「
着
る
」
に
関
係
が
む
す
ば
れ
る
こ
と
な
ど
を

含
ま
せ
、
よ
く
馴
れ
た
古
女
房
と
再
び
懇
ろ
に
な
る
、
と
い
っ
た
意

味
を
間
接
的
に
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、掛
詞
式
序
詞
の
連
鎖
部
分
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
、

譬
喩
歌
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
、
寓
意
あ
る
言
葉
に
、
同
一

の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
女
の
譬
喩
と
し
て
の
21
「
三
島
江
の
玉

江
の
薦
」
が
、
19
の
掛
詞
式
序
詞
の
序
詞
部
分
に
よ
く
通
じ
て
い
る

こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

本
来
成
立
し
に
く
い
は
ず
の
掛
詞
式
序
詞
が
僅
か
な
が
ら
生
ま
れ

始
め
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
類
音
繰
り
返
し
の
序
詞
の
発
展

が
影
響
し
て
い
る
。
し
か
し
、
譬
喩
歌
と
掛
詞
式
序
詞
の
間
に
も
密

接
な
影
響
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
双
方
か
ら
の

影
響
が
掛
詞
式
序
詞
を
発
達
さ
せ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
序
詞
か
ら
掛
詞
へ
と
繋
が
っ
て
い

く
修
辞
の
変
遷
の
中
に
、
譬
喩
歌
を
含
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
よ
う
。

四
．
譬
喩
歌
の
二
系
対
比
構
造

譬
喩
歌
が
縁
語
を
発
達
さ
せ
た
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
が
あ
る）

4
（

。

25
お
ほ
ろ
か
に
わ
れ
し
思
は
ば
下
に
着
て
穢
れ
に
し
衣
を
取
り
て
着

め
や
も 

（
七
・
一
三
一
二
）
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26
託
馬
野
に
生
ふ
る
紫
草
衣
に
染
め
い
ま
だ
着
ず
し
て
色
に
出
で
に

け
り 

（
三
・
三
九
五
・
笠
郎
女
）

25
の
歌
は
一
見
す
る
と
、
く
た
び
れ
て
し
ま
っ
た
衣
を
猶
も
着
る

と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
が
、
実
は
「
も
し
貴
女
の
こ
と
を
い
い
加
減

な
気
持
で
思
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
も
う
飽
き
が
き
て
も
良
さ
そ
う

な
ほ
ど
馴
れ
て
し
ま
っ
た
古
い
仲
（
も
し
く
は
、「
貴
女
の
容
貌
が
衰
え

た
」
な
ど
）
に
も
関
わ
ら
ず
、関
係
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」

と
、新
鮮
味
の
な
く
な
っ
た
恋
人
へ
の
愛
情
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

寓
意
あ
る
言
葉
に
傍
線
を
付
し
た
。
譬
喩
歌
は
一
首
全
体
を
通
し
て

譬
喩
媒
体
の
側
の
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
た
め
、
傍
線
部
分
の
縦

の
並
び
は
譬
喩
媒
体
の
縁
語
群
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二

首
の
よ
う
に
、「
衣
」を
譬
喩
の
媒
体
と
す
る
な
ら
ば
、「
着
る
」「
穢
る
」

「
染
む
」
な
ど
と
い
っ
た
語
が
意
識
的
に
選
択
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

り
、
こ
こ
に
、
表
現
の
約
束
事
が
生
じ
て
く
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ

の
縁
語
群
に
よ
っ
て
「
寓
喩
の
媒
体
の
描
く
イ
メ
ー
ジ
に
統
一
を
与

え
、
寓
喩
に
よ
る
二
重
写
し
表
現
を
一
層
高
め
る）

5
（

」
こ
と
に
な
る
。

譬
喩
歌
の
構
造
を
図
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

27
三
島
江
の
玉
江
の
薦
を
標
め
し
よ
り
己
が
と
そ
思
ふ
い
ま
だ
刈
ら

ね
ど 

（
七･

一
三
四
八
）

薦
│
│
│
│
刈
る　
　
　
　
（
実
意
系
）

相
手
│
│
│
関
係
を
結
ぶ　
（
比
喩
系
）

28
紅
の
濃
染
め
の
衣
下
に
着
て
上
に
取
り
着
ば
言
な
さ
む
か
も

 

（
七
・
一
三
一
三
）

衣
│
│
│
下
に
着
る
│
│
│
│
上
に
取
り
着
る 

（
実
意
系
）

相
手
│
│
関
係
を
秘
め
る
│
│
お
お
っ
ぴ
ら
に
す
る
（
比
喩
系
）

こ
の
図
は
森
朝
男
氏
の
、
縁
語
の
構
造
に
関
す
る
考
察
「
闇
の
う

つ
つ
―
縁
語
の
構
図
」（『
古
代
和
歌
の
成
立
』
勉
誠
社
・
平
成
五
年
）
に

お
け
る
、「
二
系
対
比
構
造
」
と
い
う
捉
え
方
を
参
考
に
し
た
。
一
首

の
文
脈
に
お
い
て
実
体
的
に
機
能
し
て
い
る
の
が
実
意
系
で
あ
り
、

そ
れ
に
含
ま
れ
た
意
（
人
事
内
容
）
が
比
喩
系
で
あ
り
、
こ
の
二
系

の
対
比
関
係
に
よ
っ
て
先
の
歌
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
譬
喩
歌
は
一

首
全
体
が
寓
意
を
含
ん
だ
譬
喩
媒
体
の
側
の
表
現
で
あ
る
た
め
、
実

意
系
と
比
喩
系
の
間
を
複
数
回
行
き
来
す
る
構
造
を
有
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
例
え
ば
序
詞
は
、

29
阿
倍
の
島
鵜
の
住
む
磯
に
寄
す
る
波
」
間
な
く
こ
の
こ
ろ
大
和
し

思
ほ
ゆ 

（
三
・
三
五
九
・
赤
人
）

寄
す
る
波
│
│
間
な
く　
　
　
　
　
（
実
意
系
）

　
　
　
　
　
　

間
な
く
│
│
思
ゆ　
（
比
喩
系
）

と
い
う
よ
う
に
、
序
詞
で
描
か
れ
る
物
象
表
現
と
、
後
に
続
く
本
旨

の
間
に
、
明
確
な
文
脈
の
切
り
替
え
が
あ
る
た
め
、
実
意
系
と
比
喩

系
の
渡
り
の
回
数
は
、
両
文
脈
の
連
結
部
分
「
間
な
く
」
の
一
回
の

み
に
な
る
。
こ
れ
が
二
系
対
比
構
造
に
お
け
る
、
譬
喩
歌
と
序
詞
の
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違
い
で
あ
る
。

森
氏
は
前
掲
の
論
文
に
お
い
て
、

短
歌
の
根
底
に
対
比
的
な
表
現
構
造
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、

そ
の
構
造
の
中
で
、
対
比
構
造
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
保
た
し
め
る

た
め
に
縁
語
が
引
出
さ
れ
る
。 

（
森
氏
前
掲
論
文
）

と
指
摘
す
る
。
序
詞
は
当
然
な
が
ら
二
系
対
比
構
造
、
言
い
換
え
れ

ば
心
物
対
応
構
造
の
代
表
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
、
譬
喩
歌
・
序
詞

と
も
に
二
系
対
比
構
造
の
図
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
縁

語
の
発
達
は
譬
喩
歌
に
委
ね
ら
れ
る
。
対
比
さ
れ
る
二
系
の
境
界
線

が
、
譬
喩
歌
の
場
合
一
首
全
体
を
縦
断
す
る
形
で
現
れ
、
一
首
を
通

し
て
二
系
が
並
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
序
詞
は
二
系
の
境
界
線
が
一

首
を
横
断
す
る
形
で
現
れ
る
た
め
、
二
系
の
接
合
す
る
部
分
、
そ
の

一
カ
所
に
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
持
す
る
だ
け
の
強
い
力
が
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
同
音
の
繰
返
し
で
あ
る
と
か
、
同
義
語

で
あ
る
と
か
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
譬
喩
歌
の
場
合
は
そ
の

役
割
を
全
体
に
分
散
さ
せ
る
た
め
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
働
き
は
弱

く
、
対
比
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た
め
に
は
、
縁
語
の
縦
の
並
び
を
発

達
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
期
万
葉
に
お
い
て
譬
喩
歌
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
巻
三
に
お
い
て
、
雑
歌
・
譬
喩
歌
・
挽
歌
、
と
い
う
よ
う
に
、

譬
喩
歌
を
三
大
部
立
と
対
等
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
巻
七
に
も
譬
喩
歌
が
部
立
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
に
は
、
編
纂
者
に
よ
る
、
寓
喩
表
現
に
対
す
る
非
常
に
高
い
評

価
と
文
芸
意
識
が
見
て
取
れ
る
こ
と
を
、
伊
藤
博
氏）

6
（

が
指
摘
し
て
い

る
。実

際
、
大
伴
氏
の
周
辺
に
お
い
て
、
寓
喩
表
現
を
持
つ
歌
が
盛
ん

に
詠
わ
れ
た
。
近
藤
信
義
氏
が
「
後
期
万
葉
集
の
譬
喩
歌
の
展
開
と

そ
の
方
法
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
九
三
・
五
月
特
集
号
・
平
成
十
年
）

に
お
い
て
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
主
に
宴
席
の
場
で
多
用
さ

れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
寓
喩
表
現
が
「
歌
を
交
換

す
る
実
態
的
な
場
」、「
題
詠
的
な
環
境）

7
（

」
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
こ

と
を
表
し
、
ま
た
歌
人
達
も
そ
の
よ
う
な
場
を
想
定
し
な
が
ら
、
譬

喩
的
な
表
現
を
習
熟
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
譬
喩
表
現
の
習
熟

と
は
、
具
体
的
に
は
何
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
引
き
続
き
近

藤
氏
の
論
に
よ
る
と
、

30
橡
の
衣
は
人
皆
事
無
し
と
い
ひ
し
時
よ
り
着
欲
し
く
思
ほ
ゆ

 

（
七
・
一
三
一
一
）

31
お
ほ
ろ
か
に
わ
れ
し
思
は
ば
下
に
着
て
穢
れ
に
し
衣
を
取
り
て
着

め
や
も 

（
七
・
一
三
一
二
）

な
ど
に
見
ら
れ
る
、「
衣
―
着
る
」
や
「
衣
―
穢
る
」
な
ど
譬
喩
媒
体

と
動
詞
と
の
対
応
関
係
を
受
け
、

（
稿
者
注
：
譬
喩
媒
体
の
）
名
詞
と
動
詞
の
対
応
関
係
は
必
然
性
が
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あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
動
詞
が
活
性
的
に
働
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
…
中
略
…
譬
喩
を
成
り
立
た
せ
る
言
語
的
条
件
と
し
て
の

位
置
を
動
詞
は
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
…
中
略
…
動
詞
の
持

つ
か
か
る
働
き
は
、
そ
こ
に
多
義
性
が
あ
る
か
ら
だ
と
見
る
の

で
は
な
く
、
多
義
性
を
引
き
出
す
鍛
え
方
が
表
現
の
プ
ロ
セ
ス

に
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
近
藤
氏
前
掲
論
文
）

と
指
摘
す
る
。
多
義
性
を
生
み
出
す
プ
ロ
セ
ス
と
は
、先
に
述
べ
た
、

譬
喩
媒
体
の
縁
語
群
の
構
成
の
こ
と
で
あ
る
。
譬
喩
媒
体
の
縁
語
を

適
切
な
位
置
に
配
置
し
て
い
く
こ
と
が
、
景
物
に
寓
意
を
預
け
る
手

法
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「 
着
る
↓
女
を
も
の
に
す
る
・

穢
る
↓
馴
れ
親
し
ん
だ
歳
月
が
長
い
（
も
う
古
び
て
し
ま
っ
た
） 

」、
ま

た
先
に
挙
げ
た
27
、
28
の
「 

刈
る
↓
関
係
を
結
ぶ
・ 
上
に
取
り
着

る
↓
お
お
っ
ぴ
ら
に
す
る 

」
と
い
う
よ
う
に
、「
動
詞
の
意
義
を
転

換
さ
せ
る）

8
（

」、
言
い
換
え
れ
ば
、
動
詞
に
二
重
の
働
き
を
な
さ
し
め

る
わ
け
で
あ
る
。
譬
喩
歌
に
お
い
て
二
重
の
意
味
を
背
負
っ
た
動
詞

は
、
右
の　
　
　

 

の
よ
う
に
、
重
ね
合
わ
さ
れ
た
二
つ
の
意
義
が

同
じ
音
を
持
つ
こ
と
を
、
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
寧
ろ
そ
の
動

詞
に
、
音
の
上
か
ら
も
意
味
の
上
か
ら
も
、
全
く
関
連
性
の
な
い
内

容
を
背
負
わ
せ
る
こ
と
が
、
譬
喩
表
現
の
主
眼
で
あ
る
。
再
び
先
に

挙
げ
た
、

27
三
島
江
の
玉
江
の
薦
を
標
め
し
よ
り
己
が
と
そ
思
ふ
い
ま
だ
刈
ら

ね
ど 

（
七･

一
三
四
八
）

の
例
で
考
え
れ
ば
、「
薦
」
の
縁
語
群
は
、「
○
○
を
…
…
し
た
時
か
ら

自
分
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
ま
だ
×
×
し
て
い
な
い
が
。」
と

い
う
、
歌
の
内
容
の
骨
組
み
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
縁
語
群
が
作
り

上
げ
た
骨
組
み
に
人
事
を
当
て
は
め
な
が
ら
、
歌
に
隠
さ
れ
た
真
意

を
探
る
こ
と
が
、
譬
喩
歌
を
享
受
す
る
人
々
の
楽
し
み
で
あ
る
。
読

み
手
に
は
、
真
意
に
は
関
係
の
な
い
用
語
に
よ
っ
て
、
し
か
し
誰
も

が
必
ず
そ
の
真
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
文
脈
を
作
り
上
げ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
重
要
な
の
は
骨
組
み
な
の
で
あ
っ
て
、
対
に

な
っ
た
言
葉
の
音
の
一
致
に
は
意
識
が
向
っ
て
い
な
い
。

五
．
漢
字
表
記
と
寓
喩
表
現

右
に
述
べ
た
通
り
、
譬
喩
表
現
は
、
譬
喩
媒
体
の
縁
語
群
を
構
成

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
譬
喩
媒
体
に
縁
の
あ
る
動
詞
に
多
義
性
を
生
み

出
す
、
つ
ま
り
二
重
の
働
き
を
な
さ
し
め
る
こ
と
が
重
要
な
作
業
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
平
安
期
の
掛
詞
が
、
一
首
全
体
の
縁
語
の
並
び
に

よ
っ
て
、
二
重
の
意
味
を
獲
得
し
て
い
く
構
造
と
全
く
同
一
の
も
の

で
あ
る
。
掛
詞
式
序
詞
と
浅
か
ら
ぬ
関
係
を
持
つ
譬
喩
歌
は
、
そ
の

構
造
に
着
目
す
る
と
、
平
安
期
の
掛
詞
に
非
常
に
近
い
の
で
あ
る
。

一
つ
の
言
葉
に
重
ね
合
さ
れ
た
二
つ
の
意
義
が
、
同
じ
音
（
も
し
く

は
仮
名
）
を
志
向
す
る
か
否
か
、
そ
こ
に
万
葉
譬
喩
歌
と
平
安
期
の
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掛
詞
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
和
歌
の
表
記
方
法
と

も
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
漢
字
に
よ
る
和
歌
の
表
記
は
、
そ
の
表

意
性
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
純
粋
な
音
に
還
元
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

た
め
、
同
音
異
義
語
を
示
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
漢
字
は

掛
詞
の
発
達
を
妨
害
す
る
側
面
を
持
つ
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
漢
字
の

性
質
を
一
面
的
に
捉
え
た
見
方
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
た
い
。

譬
喩
歌
の
原
文
表
記
か
ら
、
そ
の
視
覚
的
印
象
を
見
て
み
る
。
万

葉
集
の
譬
喩
歌
は
、
東
歌
を
除
き
、
名
詞
や
用
言
を
正
訓
字
で
表
記

し
た
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
26 

27 

28
も
原
文
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

26
託
馬
野
尓 

生
流
紫 

衣
染 

未
服
而 

色
尓
出
来 

（
三
・
三
九
五
）

27
三
嶋
江
之 

玉
江
之
薦
乎 

従
標
之 

己
我
跡
曽
念 
雖
未
苅

 
（
七
・
一
三
四
八
）

28
紅
之 

深
染
之
衣 

下
著
而 

上
取
著
者 

事
将
成
鴨 

（
七
・
一
三
一
三
）

歌
の
表
現
は
衣
、
薦
に
縁
の
あ
る
言
葉
（
二
重
傍
線
部
）
に
よ
っ

て
統
一
さ
れ
る
か
ら
、一
見
し
て
実
意
系
の
文
脈
の
内
容
が
分
か
る
。

こ
れ
は
平
仮
名
表
記
で
は
出
来
な
い
芸
当
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
、

実
意
系
の
文
脈
が
前
に
せ
り
出
す
効
果
が
生
ま
れ
、
人
事
的
内
容
は

視
覚
的
な
面
に
お
い
て
も
完
全
に
影
に
隠
れ
る
こ
と
に
な
る
。
譬
喩

歌
の
狙
い
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
っ
た
。
後
に
述
べ
る
が
、
平
仮
名
表

記
の
和
歌
に
お
い
て
は
、
縁
語
は
音
に
分
解
さ
れ
、
そ
れ
が
掛
詞
と

な
る
も
の
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
譬
喩
歌
は
、
縁
語
を
音

に
分
解
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
表
す
漢
字
を
羅
列
す
る
こ
と

に
意
識
が
向
っ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
が
、
次
の
、
藻
に
寄
せ
て

恋
情
を
表
現
し
た
譬
喩
歌
で
あ
る
。

32
荒
磯
越
す
波
は
恐
し
し
か
す
が
に
海
の
玉
藻
の
憎
く
は
あ
ら
ず
て

 

（
七
・
一
三
九
七
）

荒
礒
超 

浪
者
恐 

然
為
蟹 

海
之
玉
藻
之 

憎
者
不
有
手

や
は
り
原
文
は
助
詞
以
外
の
言
葉
は
全
て
正
訓
字
で
書
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
藻
に
縁
の
あ
る
語
が
正
訓
字
で
並
ぶ
た
め
、
一
見
し
て

海
の
情
景
を
想
起
さ
せ
る
視
覚
的
な
効
果
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

よ
う
な
海
の
描
写
の
中
に
当
然
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
「
蟹
」
の

字
は
、「
し
か
す
が
に
」
と
い
う
副
詞
の
一
部
、
接
続
助
詞
「
が
に
」

を
表
す
借
訓
字
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
実
意
系
、
比
喩
系
い
ず
れ
の
文

脈
に
も
、生
物
と
し
て
の
「
蟹
」
は
現
れ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
「
蟹
」

は
、
一
般
的
に
い
う
掛
詞
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
漢
字
の
表
音
性
に

よ
る
効
果
へ
の
期
待
よ
り
も
、
譬
喩
媒
体
に
縁
の
あ
る
漢
字
を
配
置

し
、
そ
の
表
意
性
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
情
景
を
描
き
出
す
手
法
が
、

よ
り
強
い
関
心
事
項
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
視

覚
的
に
は
海
辺
の
景
物
と
し
て
の
「
蟹
」
を
想
起
さ
せ
、
歌
の
表
現

で
は
音
に
分
解
さ
れ
て
別
の
言
葉
と
し
て
機
能
す
る
、
こ
の
よ
う
な

漢
字
な
ら
で
は
の
現
象
は
、
明
ら
か
に
筆
記
者
の
修
辞
意
識
の
現
れ
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で
あ
り
、
掛
詞
と
無
縁
の
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
文
字
が
抱
え
込
む

音
と
意
味
が
、
歌
の
主
意
に
と
っ
て
雑
音
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
「
意
外
な
言
葉
と
言
葉
を
結
び

つ
け
て
し
ま
う
可
能
性
を
秘
め
た
文
字）

9
（

」
と
し
て
漢
字
を
捉
え
る
こ

と
で
、
む
し
ろ
掛
詞
を
促
す
こ
と
も
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
平
仮
名
表
記
が
掛
詞
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

が
、
漢
字
表
記
に
も
掛
詞
を
表
現
す
る
欲
求
は
芽
生
え
始
め
て
い
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漢
字
の
表
意
性
が
譬
喩
歌
に
お
け
る
縁
語
へ

の
関
心
を
高
め
、
ま
た
、
掛
詞
へ
の
興
味
を
刺
激
し
つ
つ
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

33
ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
し
な
か
り
せ
ば
春
日
の
野
辺
に
粟
蒔
か
ま
し

を 

（
三
・
四
〇
四
・
娘
子
）

34
春
日
野
に
粟
蒔
け
り
せ
ば
鹿
待
ち
に
継
ぎ
て
行
か
ま
し
を
社
し
恨

め
し 

（
三･

四
〇
五･

佐
伯
赤
麻
呂
）

傍
線
部
の
「
粟
蒔
く
／
逢
は
ま
く
」
は
掛
詞
で
あ
る
。
33
の
対
比

構
造
は
左
の
通
り
。

神
の
社
し
な
か
り
せ
ば
│
│
│
│
│
│
粟
蒔
か
ま
し
を（

実
意
系
）

怖
い
奥
さ
ん
さ
え
い
な
け
れ
ば
│
│
逢逢
う
だ
ろ
う
も
の
を

は
ま
か
ま
し
を（

比
喩
系
）

右
は
く
だ
け
た
宴
の
場
を
思
わ
せ
る
寓
喩
表
現
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

33
の
原
文
は
「
千
磐
破 

神
之
社
四 

無
有
世
伐 

春
日
之
野
邊 

粟
種 

益

乎
」
で
、
や
は
り
実
意
系
の
文
脈
に
沿
っ
た
表
意
文
字
と
し
て
の
漢

字
表
記
を
し
て
い
る
。
表
意
性
の
効
果
と
し
て
譬
喩
媒
体
の
側
の
描

写
を
視
覚
的
に
完
成
さ
せ
、
尚
且
つ
、「
粟
蒔
」
が
「
逢
は
ま
く
」
と

音
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
表
音
文
字
と
し
て
の
機
能
に
も
手
を
伸
ば

し
た
の
が
当
歌
で
あ
る
。
赤
麻
呂
は
後
期
万
葉
歌
人
で
「
酒
席
の
座

興
と
し
て
道
化
を
演
じ
る）
₁₀
（

」
こ
と
を
得
意
と
し
た
。
橋
本
四
郎
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に）
₁₁
（

、
こ
の
赤
麻
呂
の
先
蹤
を
な
す
道
化
歌
人
が
長
忌

吉
意
吉
麻
呂
で
あ
る
。
意
吉
麻
呂
は
、

35
蓮は
ち
す

葉ば

は
か
く
こ
そ
あ
る
も
の
意
吉
麻
呂
が
家
に
あ
る
も
の
は
芋う
も

の
葉
に
あ
る
ら
し

「
蓮
↓
レ
ン
↑
恋
（
美
し
い
女
性
）」「
芋
↓
イウ

モ
↑
妹
」

 

（
十
六
・
三
八
二
六
）

と
い
っ
た
、
物
の
名
を
歌
に
詠
み
込
み
な
が
ら
そ
れ
を
掛
詞
に
す
る

歌
を
生
み
出
し
た
。
裏
に
含
ま
れ
た
意
味
を
表
に
出
さ
ず
、
物
の
側

の
表
現
の
み
で
一
首
の
意
味
が
通
る
た
め
、
意
吉
麻
呂
の
歌
も
寓
喩

の
歌
と
捉
え
て
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。

36
梨
棗
黍
に
粟
つ
ぎ
延
ふ
葛
の
後
も
逢
は
む
と
葵
花
咲
く

（
十
六
・
三
八
三
四
）

こ
れ
は
意
吉
麻
呂
作
で
は
な
い
が
、
宴
の
食
材
を
前
に
し
た
同
様

の
場
面
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
も
、
表
向
き
食
材
を
挙
げ
連
ね
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た
だ
け
の
歌
で
あ
る
が
、
裏
に
は
「
早
く
に
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
（
梨
＝
離
・
棗
＝
早）
₁₂
（

）
君
に
、後
も
逢
お
う
と
、逢
う
日
（
葵
）

を
約
束
す
る
」
と
い
っ
た
、
人
事
的
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
。
巻
十

六
に
並
ぶ
こ
れ
ら
の
宴
の
歌
は
、
漢
字
の
表
意
性
に
よ
っ
て
、
物
を

並
べ
立
て
る
面
白
み
に
熱
中
し
な
が
ら
、
表
音
文
字
と
し
て
の
漢
字

に
も
好
奇
の
目
を
向
け
て
い
る
。
平
仮
名
が
発
達
さ
せ
る
掛
詞
と
は

そ
の
狙
い
が
異
な
る
も
の
の
、
結
果
と
し
て
掛
詞
と
い
う
技
法
へ
の

注
目
度
を
高
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。し
か
も
そ
の
き
っ
か
け
が
、

や
は
り
寓
喩
表
現
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
良
い
。

六
．
平
安
期
の
掛
詞
表
現
へ

寓
喩
表
現
は
、
縁
語
を
発
達
さ
せ
る
他
に
、
漢
字
表
記
な
ら
で
は

の
掛
詞
用
法
を
生
み
出
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
平
仮
名
で
表
記
さ
れ

る
『
古
今
集
』
の
掛
詞
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

37
わ
が
袖
に
ま
だ
き
時
雨
の
降
り
ぬ
る
は
君
が
心
に
秋
や
き
ぬ
ら
ん

（
古
今
・
恋
五
・
七
六
三
・
読
み
人
し
ら
ず
）

こ
の
歌
を
、
先
の
二
系
対
比
構
造
の
図
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、

時
雨
│
│
│
│
│
降
り
│
│
│
│
│
│

秋  

（
実
意
系
）

涙
│
│
│
〈
袖
に
〉
か
か
り
│
│
│
飽
き 

（
比
喩
系
）

と
な
る
。
実
意
系
で
は
「
時
雨
が
降
る
の
は
秋
が
来
た
か
ら
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
文
脈
が
語
ら
れ
、
そ
れ
が
同
時
に
「
袖
に
涙
が
か
か
る

の
は
、
あ
な
た
の
心
に
飽
き
が
来
た
か
ら
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
比
喩

系
の
文
脈
を
並
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、実
意
系
の
文
脈
に「
わ

が
袖
に
」「
君
が
心
に
」
と
い
っ
た
人
事
的
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る

た
め
、
譬
喩
媒
体
の
み
の
表
現
で
貫
徹
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
譬
喩
媒
体
の
縁
語
群
の
構
成
に
よ
っ
て
、
言
葉
に
多
義
性

を
持
た
せ
る
万
葉
集
譬
喩
歌
と
、
37
は
同
様
の
構
造
を
持
っ
て
い
る

こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、実
意
系
に
お
け
る
「
秋
」

は
、
譬
喩
系
に
お
い
て
も
「
ア
キ
」
の
音
を
持
つ
言
葉
と
し
て
機
能

す
る
、
典
型
的
な
掛
詞
の
例
で
あ
る
。
縁
語
群
を
構
成
す
る
こ
と
、

言
葉
に
二
義
性
を
持
た
せ
る
こ
と
、
こ
の
譬
喩
表
現
を
生
み
出
す
行

程
が
、
掛
詞
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
平
安
期
に
盛
ん
に

用
い
ら
れ
る
掛
詞
の
技
法
は
、
譬
喩
歌
の
表
現
構
造
を
根
幹
に
抱
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
六
歌
仙
時
代
に
は
、
一
首
全
体
に
亘
り
文
脈
が

二
重
に
な
る
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

38
浮
き
海
布
の
み
生
ひ
て
流
る
る
浦
な
れ
ば
刈
り
に
の
み
こ
そ
海
人

は
寄
る
ら
め 

（
恋
五
・
七
五
五
・
読
み
人
知
ら
ず
）

浮
き
海
布
│
│
流
る
る
│
│
刈
り
│
│
海
人
は
寄
る
（
実
意
系
）

憂
き
目
│
│
│
泣
か
る
る
│
仮
り
│
│
│

人
が
寄
る 

（
比
喩
系
）

39
秋
風
に
あ
ふ
田
の
実
こ
そ
悲
し
け
れ
わ
が
身
む
な
し
く
な
り
ぬ
と

思
へ
ば 

（
恋
五
・
八
二
二
・
小
町
）

秋
│
│
田
の
実
│
│
実
│（
か
ら
っ
ぽ
の
意
の
）む
な
し（
実
意
系
）
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飽
き
│
頼
み
│
│
│
身
│（
死
ん
で
い
く
意
の
）む
な
し（
比
喩
系
）

先
の
二
系
対
比
構
造
の
図
を
付
し
た
が
、
万
葉
集
譬
喩
歌
に
お
け

る
表
現
構
造
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
譬
喩
歌
同
様
、

実
意
系
に
お
い
て
縁
語
群
を
構
成
し
、
そ
れ
ら
の
作
り
出
す
骨
組
み

に
人
事
を
含
み
持
た
せ
る
こ
と
で
、
二
重
の
働
き
を
持
つ
言
葉
を
作

り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
も
完
全
な
寓
喩
表
現
と
な
っ
て
は
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
歌
は
先
の
37
よ
り
も
、
更
に
比
喩
系
の
文
脈
が
自

立
的
で
あ
る
。
重
要
で
あ
る
の
は
、実
意
系
に
属
す
る
複
数
の
縁
語
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
、
比
喩
系
に
お
け
る
意
義
と
共
通
の
音
を
持
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
万
葉
集
の
譬
喩
歌
に
お
い
て
も
、
僅
か
で
は
あ

る
が
、
対
比
さ
れ
た
言
葉
が
同
音
異
義
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
も
の

が
あ
っ
た
。
先
に
も
挙
げ
た
23
、24
の
「
穢
る
」
は
そ
れ
に
あ
た
り
、

そ
れ
が
掛
詞
式
序
詞
を
誘
発
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
掛
詞
の

萌
芽
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
首
の
中
に
い
く
つ
も
の
掛

詞
が
並
ぶ
も
の
は
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。

縁
語
群
が
同
時
に
複
数
の
掛
詞
と
な
る
二
重
文
脈
歌
は
、
音
以
外

の
何
を
も
表
現
し
な
い
平
仮
名
の
性
質
を
、
最
も
象
徴
的
に
表
わ
す

も
の
で
あ
る
。
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
は
本

来
抱
え
て
い
た
意
味
か
ら
解
放
さ
れ
、
完
全
に
音
に
分
解
さ
れ
る
。

次
第
に
歌
人
の
意
識
は
、
実
意
系
に
居
並
ぶ
縁
語
群
が
音
に
分
解
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
向
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、そ
こ
か
ら
縁
語
群
且
つ
、

掛
詞
群
が
生
じ
て
く
る
こ
と
も
、
必
然
的
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。
譬
喩

歌
に
お
い
て
、
言
葉
の
上
で
は
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
比
喩
系
の
文
脈

は
、同
音（
仮
名
）を
介
し
て
は
っ
き
り
と
表
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
二
重
文
脈
歌
を
生
み
出
す
の
で
あ
り
、
万
葉
譬

喩
歌
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
発
達
す
る
の
で
あ
る
。
縁
語
が
音
に

解
体
さ
れ
、
掛
詞
に
よ
っ
て
二
義
性
を
獲
得
す
る
と
き
、
寓
喩
表
現

に
お
け
る
喩
え
る
側
（
実
意
系
）、
喩
え
ら
れ
る
側
（
比
喩
系
）
と
い

う
枠
組
み
は　

極
め
て
曖
昧
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

唐
衣
│

着
│
│
穢
│
│
│
褄
│
│
│
│
│
張
る
│
│
着 

（
実
意
系
）

40
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ

　
　

来
│
│
馴
│
│
│
妻
│
│
│
│
│
遙
々
│
│
来
│
│
旅 

（
比
喩
系
）

（
羈
旅
・
四
一
〇
・
在
原
業
平
）

を
見
て
も
分
か
る
通
り
、 

唐
衣 

を
基
準
に
す
れ
ば
唐
衣
の
文
脈
が
、

旅 

を
基
準
に
す
れ
ば
旅
の
文
脈
が
一
気
に
せ
り
出
す
。
実
意
系
は

も
は
や
譬
喩
媒
体
の
文
脈
な
の
で
は
な
く
、
人
事
的
内
容
で
あ
る
比

喩
系
と
等
価
の
関
係
で
あ
り
、
一
つ
の
文
脈
に
別
の
文
脈
が
隠
し
込

ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
根
本
的
に
は
平
仮
名

の
特
性
を
最
大
限
に
生
か
し
た
譬
喩
歌
と
い
え
る
が
、
人
事
内
容
を

隠
し
込
む
と
い
う
譬
喩
歌
の
狙
い
と
は
異
な
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、

並
立
す
る
二
つ
の
文
脈
を
、
視
覚
的
情
報
と
し
て
同
時
に
把
握
出
来

る
表
現
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
音
を
介
し
て
二
義
性
を
獲



－30－

得
し
た
縁
語
群
が
、
そ
の
掛
詞
の
技
法
に
よ
っ
て
両
文
脈
を
同
時
に

表
現
す
る
の
で
あ
る
。
撰
者
時
代
の
用
例
も
挙
げ
よ
う）
₁₃
（

。

41
逢
ふ
こ
と
の
な
ぎ
さ
に
し
寄
る
波
な
れ
や
う
ら
み
て
の
み
ぞ
立
ち

か
へ
り
け
る 

（
古
今
・
恋
三
・
六
二
六
・
在
原
元
方
）

　
　
　
　
　
　

 
渚
│
│
波
│
│

浦
見
て
│
│
立
ち
か
へ
り

（
実
意
系
）

逢
ふ
こ
と
の
│
無
き
│（
人
）│
恨
み
て
│
│
立
ち
か
へ
り

（
比
喩
系
）

42
満
つ
潮
の
な
が
れ
ひ
る
間
を
逢
ひ
が
た
み
み
る
め
の
浦
に
よ
る
を

こ
そ
待
て 

（
古
今
・
恋
三
・
六
六
五
・
清
原
深
養
父
）

満
つ
潮
の
│
流
れ
│
│
干
る
間
│
│
海
松
藻
│
│
寄
る
│
待
て

（
実
意
系
）

　
　
　
　
　

泣
か
れ
│
昼　

間
│
│
見
る
目
│
│
│

夜
│

│
待
て

（
比
喩
系
）

右
に
挙
げ
て
き
た
『
古
今
集
』
の
二
重
文
脈
歌
は
、
完
全
な
寓
喩

な
の
で
は
な
く
、
二
重
文
脈
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た

め
に
、
40
な
ら
ば
「
旅
」、
39
な
ら
ば
「
わ
が
身
」、
41
な
ら
ば
「
逢

ふ
こ
と
の
」
な
ど
の
、
対
立
す
る
文
脈
に
浸
食
す
る
用
語
を
持
つ
こ

と
が
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
。一
方
の
文
脈
を
隠
す
の
で
は
な
く
、

両
文
脈
を
同
時
に
、
同
等
の
力
で
せ
り
出
さ
せ
る
こ
と
が
眼
目
で
あ

る
。
38
、
42
な
ど
は
歌
の
文
脈
が
ほ
ぼ
実
意
系
の
文
脈
で
貫
徹
し
て

お
り
、
万
葉
譬
喩
歌
の
如
く
寓
喩
表
現
が
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
も
縁
語
群
全
て
が
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
比
喩
系
の
文
脈

が
裏
に
隠
れ
る
こ
と
な
く
主
張
し
て
い
る
。

つ
ま
り
平
仮
名
表
記
は
、
譬
喩
歌
の
中
か
ら
掛
詞
を
発
達
さ
せ
る

契
機
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
と
並
行
し
て
、
比
喩
系
文
脈
を
隠
す
こ
と

が
主
眼
の
寓
喩
表
現
を
、
解
体
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

七
．
お
わ
り
に

掛
詞
の
展
開
は
、
序
詞
、
中
で
も
掛
詞
式
序
詞
の
発
達
が
影
響
を

与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
音
異
義
語
で
連
結
す
る
掛
詞
式
序
詞

は
、
そ
の
性
質
上
、
非
常
に
成
立
し
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
用
例
も

『
万
葉
集
』
に
は
多
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
数
少
な
い
用
例
か
ら
、

集
に
お
け
る
寓
喩
表
現
の
歌
、譬
喩
歌
と
の
繋
が
り
が
確
認
出
来
た
。

類
音
繰
返
し
の
序
詞
が
万
葉
後
期
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
同

音
異
義
語
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
意
味
す
る
。
譬
喩
歌
も
万
葉
後
期

非
常
に
好
ま
れ
た
が
、
そ
の
譬
喩
歌
が
掛
詞
式
序
詞
の
発
達
に
関
与

し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
同
音
異
義
語
へ
人
人
の
意
識
が
向
っ
て

い
く
流
れ
を
表
わ
し
て
い
る
。そ
し
て
そ
の
譬
喩
歌
の
表
現
構
造
は
、

平
安
期
の
掛
詞
を
用
い
た
歌
の
二
系
対
比
構
造
と
類
似
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
両
者
の
違
い
は
、対
比
関
係
に
あ
る
言
葉
同
士
が
、

同
音
を
志
向
す
る
か
否
か
に
あ
っ
た
。
同
音
の
志
向
は
、
和
歌
の
表
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記
方
法
と
関
連
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
万
葉
集
』
の
寓
喩
表
現

（
譬
喩
歌
）
は
、
平
仮
名
表
記
と
い
う
段
階
を
待
た
ず
に
掛
詞
を
生
じ

さ
せ
る
、
様
々
な
契
機
を
抱
え
て
い
た
こ
と
も
注
意
し
た
い
。
譬
喩

歌
は
表
意
文
字
と
し
て
の
漢
字
に
よ
っ
て
縁
語
を
発
達
さ
せ
、
掛
詞

の
発
想
を
漢
字
か
ら
導
き
出
し
、
平
安
期
掛
詞
の
表
現
構
造
の
土
台

を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
構
造
の
土
台
の
完
成
と
、
平
仮
名
表
記
へ
の

移
行
が
、
平
安
期
の
掛
詞
を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
。
掛
詞
式
序
詞

か
ら
掛
詞
へ
の
発
達
過
程
に
お
け
る
、
譬
喩
歌
と
い
う
存
在
の
重
要

性
を
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

【
注
】

『
万
葉
集
』
の
引
用
は
万
葉
集
全
解
、『
古
今
和
歌
集
』
は
新
日
本
古
典
文
学

大
系
に
よ
っ
た
が
、
表
記
な
ど
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
1
）
鈴
木
日
出
男
「
掛
詞
の
成
立
」『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会

・
平
成
二
年

（
2
）吉
野
樹
紀「
掛
詞
論
―
生
成
す
る
言
葉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」『
古
代
文
学
』

三
一
・
平
成
三
年

（
3
）
白
井
伊
津
子
「『
萬
葉
集
』
歌
に
お
け
る
枕
詞
・
序
詞
と
懸
詞
―
『
古

今
和
歌
集
』
へ
―
」『
文
藝
言
語
研
究
・
文
藝
篇
』
四
七
・
平
成
十
七

年

（
4
）
井
手
至
「
譬
喩
歌
と
縁
語
」『
萬
葉
集
研
究
・
三
』
昭
和
四
十
九
年　

（
5
）
井
手
氏
前
掲
論
文

（
6
）
伊
藤
博
「
譬
喩
歌
の
構
造
―
大
伴
家
持
小
論
」『
国
語
国
文
』
三
三
巻

十
二
号
・
昭
和
四
十
年

（
7
）
近
藤
氏
前
掲
論
文

（
8
）（（
7
）
に
同
じ
）

（
9
）
津
田
博
幸
「
漢
字
表
現
に
よ
る
破
壊
と
創
造
」『
古
代
文
学
』
四
七
・

平
成
二
十
年

（
10
）
橋
本
四
郎
「
佐
伯
赤
麻
呂
と
娘
子
の
歌
」『
万
葉
集
を
学
ぶ
・
３
』
有

斐
閣
・
昭
和
五
十
二
年

（
11
）
橋
本
氏
前
掲
論
文

（
12
）
当
該
箇
所
の
原
文
表
記
は
「
成
棗
」
で
あ
り
、「
成
」
に
「
離
」
の
意

を
持
た
せ
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
た
め
、
た
だ
食
物
を
羅
列
し
た
も

の
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
梨
棗
」
の
並
び
は
『
遊

仙
窟
』
に
お
け
る
漢
字
の
表
音
性
を
生
か
し
た
掛
詞
用
法
を
意
識
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
人
の
意
識
下
に
漢
字
の
掛
詞
的
用
法
が
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
て
良
い
だ
ろ
う
。

（
13
）
撰
者
時
代
歌
人
が
、
二
重
文
脈
歌
を
当
代
的
序
詞
へ
変
貌
さ
せ
る
こ

と
は
拙
稿
（「
古
今
和
歌
集
の
序
詞
」『
国
語
と
国
文
学
』
七
月
号
・

平
成
二
十
年
）に
述
べ
た
。
こ
の
時
期
掛
詞
式
序
詞
が
更
に
発
達
す
る
。

譬
喩
歌･
掛
詞･

序
詞
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
古
代
修
辞
史
を
成
し
て



－32－

い
る
こ
と
を
物
語
る
。


