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は
じ
め
に

真
淵
は
『
万
葉
考
』
総
論
部
、「
万
葉
集
大
考
」
の
な
か
で
、
万
葉

研
究
史
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

後
の
世
に
此
集
の
哥
を
解
な
ん
と
せ
し
人
々
有
し
か
ど
、
古
に

し
こ
と
は
い
と
は
や
き
代
よ
り
失
は
れ
に
た
れ
ば
、
今
は
か
た

き
と
も
か
た
き
わ
ざ
也
。
近
き
年
ご
ろ
摂
津
の
契
沖
僧
、
山
城

の
荷か
だ
の
う
し

田
大
人
こ
そ
、
同
じ
時
に
在
て
相
問
は
ぬ
も
の
か
ら
、
同

じ
こ
ゝ
ろ
を
お
こ
し
て
古
へ
ぶ
り
を
唱
へ
た
り
き
。（
中
略
）

大う

し人
は
哥
の
み
か
は
、
ふ
り
ぬ
る
ち
ゞ
の
書ふ
み

ど
も
を
あ
ら
す
き

か
へ
せ
し
い
た
づ
き
の
か
ひ
さ
は
な
れ
ど
、
ま
だ
苅
を
さ
め
は

て
ざ
る
に
や
ま
ひ
に
ふ
し
つ
。

万
葉
研
究
を
志
し
た
も
の
は
藤
原
定
家
や
仙
覚
な
ど
、
過
去
に
も
い

た
が
、
古
代
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
最
近
に
な
っ
て
契
沖
や
春
満
が
現
わ
れ
、
再
び
万
葉
研

究
は
前
進
し
は
じ
め
た
。
こ
こ
で
真
淵
は
、
春
満
を
契
沖
と
並
ん
で

近
年
の
万
葉
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
人
物
と
し
て
挙
げ
、
ま
た
『
万

葉
集
』
の
み
な
ら
ず
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
研
究
に
つ

い
て
の
功
績
を
讃
え
て
い
る
。
ま
た
真
淵
は
、

惣
て
師
は
皇
朝
の
学
の
大
家
故
に
物
ご
と
に
く
は
し
く
解
し
る

す
事
は
い
と
ま
な
く
て
や
み
つ
る
を
、
古
書
の
大
意
を
見
る
こ

と
今
ま
で
の
世
ゝ
に
た
ぐ
ふ
人
は
見
え
ざ
る
な
り
。

 

（『
龍
の
き
み
へ
賀
茂
真
淵　

問
ひ
答
へ
』）

と
述
べ
た
り
、『
万
葉
考
』
巻
一
（
一
）・
一
番
歌⎠

1
⎝

の
頭
注
で
、

右
四
句
の
事
（「
籠カ
タ
マ
モ
ヨ

毛
與　

美ミ
ガ
タ
マ
モ
チ

籠
母
乳　

布フ

グ

シ

モ

ヨ

久
思
毛
與　

美ミ
ブ
グ
シ
モ
チ

夫
君
志
持
」）は
荷か
だ
の
う
し

田
大
人︿
東
麻
呂
﹀の
よ
み
初
め
た
る
な
り
。

春
満
と
真
淵
の
実
景
説

郷
津　
　

正
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か
く
し
も
上
つ
代
の
こ
ゝ
ろ
・
こ
と
ば
に
通
り
至
り
た
り
。

 

＊
（
）
内
引
用
者
注

と
一
番
歌
冒
頭
四
句
の
訓
に
つ
い
て
春
満
が
新
訓
を
出
し
た
こ
と
を

讃
え
て
、
こ
の
よ
う
な
訓
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
上
代
の
心
と
言
葉

に
通
じ
た
結
果
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
真
淵
の
春
満
顕
彰
の
言
葉
に
反
し
て
、

恐
ら
く
万
葉
註
釈
書
の
中
最
も
新
説
の
多
い
の
は
春
満
の
註
釈

で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
契
沖
、
真
淵
、
守
部
の
如
き
比
較
的

独
創
の
豊
か
な
学
者
と
比
し
て
も
、
春
満
は
決
し
て
劣
ら
な
い

の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
独
創
が
確
実
な
文
献
に
基
づ
い
て
た
て

ら
れ
た
の
で
は
な
く
し
て
多
少
牽
強
付
会
の
説
の
多
い
事
も
い

な
む
事
の
出
来
な
い
点
で
あ
ら
う
。

（『
校
本
万
葉
集
』
首
巻　
「
万
葉
集
註
釈
書
の
研
究
」　

久
松
潜
一
氏
担

当⎠
2
⎝

）
独
自
な
見
解
が
多
く
、
よ
る
べ
き
新
見
も
あ
る
が
、
一
方
で
無

理
な
付
訓
な
ど
も
め
だ
つ
。

（『
別
冊
国
文
学　

万
葉
集
事
典
』「
万
葉
集
の
注
釈
」　

身
﨑
寿
氏
担

当⎠
3
⎝

）

と
い
う
よ
う
に
、
現
代
の
万
葉
研
究
者
か
ら
、
春
満
は
決
し
て
高
く

評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
大
久
保
正
氏
は
、
真
淵
と
春
満
の
本
文

批
評
や
付
訓
、
語
釈
な
ど
の
態
度
・
方
法
を
比
較
し
て
、

春
満
の
万
葉
研
究
は
未
だ
学
問
と
し
て
純
化
徹
底
を
欠
く
雑
駁

な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
も
こ
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
示

唆
を
鋭
く
捉
え
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
、

真
淵
の
万
葉
研
究
に
は
極
め
て
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
真
淵
の
万
葉
研
究
を
生
み
出
す
大
き
な
原
動
力
の
一
つ
と

な
っ
た
点
に
お
い
て
、
春
満
の
万
葉
研
究
史
上
に
お
け
る
意
義

は
決
し
て
軽
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

と
述
べ
て
い
る⎠

4
⎝

。
真
淵
は
師
で
あ
る
春
満
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
か
。

本
稿
で
は
、
こ
の
大
久
保
正
ら
の
指
摘
を
受
け
な
が
ら
、
二
人
の
実

景
説
に
注
目
し
、真
淵
は
春
満
の
万
葉
学
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぎ
、

ま
た
発
展
さ
せ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

一
ま
ず
は
春
満
の
万
葉
歌
の
解
釈
を
見
て
い
き
た
い
。
春
満
の
万
葉

学
に
つ
い
て
、
三
宅
清
氏
は
、

春
満
が
後
世
の
心
に
も
あ
ら
ぬ
実
な
き
歌
詠
の
伝
統
の
中
に
あ

っ
て
、「
ま
こ
と
」
を
古
歌
の
内
容
の
特
質
と
し
て
推
奨
し
た
事

は
確
か
に
注
目
に
値
す
べ
き
で
あ
る
。
古
代
和
歌
に「
ま
こ
と
」

を
強
調
し
た
真
淵
の
精
神
は
こ
こ
に
前
へ
の
連
鎖
を
見
出
す
事

が
で
き
る
の
で
あ
る
。



－145－

と
述
べ
て
い
る⎠

5
⎝

。
春
満
が
古
代
和
歌
を
「
ま
こ
と
」
と
い
う
言
葉
を

も
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
た
例
と
し
て
三
宅
氏
が
挙
げ
る
の
は
、
巻
一

・
二
番
歌
、舒
明
天
皇
が
香
久
山
に
登
っ
て
詠
ん
だ
国
見
歌
で
あ
る
。

本
文
を
春
満
の
万
葉
集
注
釈
書
で
あ
る『
万
葉
集
僻
案
抄
』（
以
下
、『
僻

案
抄
』）
の
訓
に
従
っ
て
引
用
す
る⎠

6
⎝

。

天
皇
登
香
具
山
望
国
之
時
御
製
歌

大
和
に
は　

群
山
あ
り
と　

と
り
よ
ろ
ふ　

天
の
香
具
山　

登

り
立
ち　

国
見
を
す
れ
ば　

国く
に
ば
ら原
は　

煙け
ぶ
り

立
ち
立
つ　

海う
な
ば
ら原

は　

加か

ま

め
万
目
立
ち
立
つ　

お
も
し
ろ
き
国
ぞ　

秋
津
島　

大
和

の
国
は

春
満
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
群
山
」
は
山
々
の
意
。「
と
り
よ
ろ
ふ
」

に
つ
い
て
は
、「
た
よ
る
と
云
ふ
が
ご
と
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
国
見

を
す
る
た
よ
り
に
、
の
意
。「
煙け
ぶ
り

立
ち
立
つ
」
は
、
民
の
家
の
竈
か

ら
煙
が
立
ち
上
っ
て
い
る
様
子
。「
か
ま
め
」
は
鴎
の
こ
と
。
一
首

を
春
満
の
解
釈
に
沿
っ
て
訳
せ
ば
、
大
和
に
は
多
く
の
山
々
が
あ
る

と
い
う
の
で
、
そ
れ
を
見
る
頼
り
に
天
の
香
具
山
に
登
り
立
ち
、
国

見
を
す
る
と
、
広
大
な
陸
地
か
ら
は
煙
が
立
ち
上
り
、
大
き
な
池
か

ら
鴎
が
飛
び
立
っ
て
い
る
。
す
ば
ら
し
い
国
だ
、
秋
津
島
、
大
和
の

国
は
、の
意
。
こ
の
歌
に
お
け
る
春
満
の
解
釈
に
つ
い
て
三
宅
氏
は
、

（「
海う
な
ば
ら原

は　

か
ま
め
立
ち
立
つ
」
の
句
は
）
単
に
歌
の
な
ら
ひ
と
し

て
見
え
も
せ
ぬ
海
原
を
見
え
る
や
う
に
詠
み
、
ゐ
も
せ
ぬ
水
鳥

を
ゐ
る
や
う
に
景
物
的
に
詠
ま
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
事
実

海
原
に
水
鳥
の
立
つ
実
景
を
御
製
遊
ば
し
た
の
で
あ
る
。

 

　

＊
（
）
内
引
用
者
注

と
春
満
の
説
を
ま
と
め
て
い
る⎠

7
⎝

が
、
こ
こ
で
は
春
満
に
先
行
す
る
諸

注
と
比
較
し
な
が
ら
、
三
宅
氏
の
言
葉
を
再
確
認
し
た
い
。

こ
の
長
歌
の
第
九
・
十
句
目
、「
海う
な
ば
ら原
は　

か
ま
め
立
ち
立
つ
」
の

解
釈
に
お
い
て
、春
満
は
新
説
を
立
て
て
い
る
。
ま
ず
は
『
僻
案
抄
』

に
お
け
る
春
満
の
議
論
を
み
て
い
き
た
い
。

海
原
波
加
萬
目
立
多
都　

こ
れ
を
或
問
云
。
此
海
原
心
得
が
た

し
。
大
和
は
本
よ
り
海
な
き
国
な
り
。
も
し
天
の
か
ぐ
山
高
山

な
れ
ば
、
摂
津
国
な
ど
の
海
を
見
給
へ
る
に
や
。
た
と
ひ
海
は

み
ゆ
る
と
も
、
鴎
の
た
ち
た
つ
さ
ま
い
か
で
か
見
ゆ
べ
き
。
一

説
に
、
天
皇
は
日
本
の
主
に
て
ま
し
ま
す
か
ら
、
海
内
も
掌
の

中
に
し
て
、
鴎
は
海
に
有
物
な
れ
ば
、
煙
な
ど
の
対
に
よ
み
給

へ
り
と
い
へ
り
。
此
説
し
か
る
べ
き
歟
。

春
満
が
挙
げ
た
「
一
説
」
と
は
『
宗
祇
抄
』
に
み
え
る

海
原
と
は
大
和
よ
り
海
の
み
ゆ
べ
き
な
ら
ね
ど
、
日
本
の
あ
る

じ
に
て
ま
し
ま
す
間
、
海
内
も
心
の
中
に
し
て
、
鴎
は
海
に
た

つ
物
な
れ
ば
、
煙
な
ど
に
対
し
て
読
給
へ
る
也
。

と
い
う
解
釈
の
こ
と
。『
宗
祇
抄
』
は
、
香
久
山
か
ら
海
が
望
み
う

る
は
ず
は
な
い
が
、
舒
明
天
皇
は
日
本
の
主
で
あ
る
か
ら
、
陸
だ
け
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で
は
な
く
海
ま
で
も
心
の
う
ち
に
は
あ
り
、
陸
地
の
煙
に
対
し
て
海

の
鴎
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、と
こ
の
句
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。

香
具
山
か
ら
海
は
見
え
な
い
が
文
飾
と
し
て
海
を
詠
み
込
ん
だ
、
と

い
う
『
宗
祇
抄
』
の
文
飾
説
は
、
北
村
季
吟
の
『
万
葉
拾
穗
抄
』
に

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
契
沖
は『
万
葉
代
匠
記
』

（
以
下
、『
代
匠
記
』）
初
稿
本
で
、「
か
の
山
の
い
た
ゞ
き
よ
り
は
、
な

に
は
の
か
た
ま
で
み
ゆ
る
に
や
、さ
ら
で
も
興
に
よ
み
た
ま
へ
る
か
」

と
香
具
山
か
ら
海
が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
さ
も
な
く
ば
興
を
添

え
る
た
め
、
つ
ま
り
文
飾
と
し
て
詠
ん
だ
の
か
と
述
べ
、
文
飾
説
も

否
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
解
釈
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
は
認
め
て

い
る
。

そ
の
よ
う
な
『
宗
祇
抄
』
の
意
見
に
対
し
春
満
は
次
の
よ
う
に
反

論
し
て
い
る
。

答
云　

し
か
ら
ず
。
い
に
し
へ
の
歌
は
皆
実
の
み
に
て
、
少
も

虚
は
な
し
。
今
の
世
の
歌
に
見
も
せ
ぬ
さ
か
ひ
を
よ
み
、
あ
り

も
せ
ぬ
景
物
を
よ
む
類
に
は
あ
ら
ず
。こ
と
に
天
皇
の
国
見
は
、

一
国
の
盛
衰
を
も
し
ろ
し
め
す
べ
き
た
す
け
に
も
な
し
給
ふ
べ

き
に
、
み
え
も
せ
ぬ
海
原
を
見
ゆ
る
さ
ま
に
よ
み
な
し
給
ひ
、

在
も
せ
ぬ
水
鳥
を
在
如
に
詠
な
し
給
ひ
て
、
お
も
し
ろ
き
国
ぞ

と
は
い
か
で
の
給
ふ
べ
き
。
此
集
の
全
篇
に
わ
た
ら
ぬ
人
の
説

な
る
べ
し
。

古
代
の
歌
は
全
て
真
実
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
嘘
や
偽
り
を
詠

む
も
の
は
な
い
。
特
に
天
皇
の
国
見
と
い
う
の
は
、
一
国
の
盛
衰
を

知
る
た
め
に
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
見
え
も
し
な
い

景
を
詠
み
込
ん
で
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
と
、
春
満
は
反
論
し
て
い

る
。さ

ら
に
春
満
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
海
原
は
大
池
を
海
原
と
よ
み
給
へ
り
。
い
に
し
へ
は
池
を
も

海
と
歌
に
は
よ
め
り
。
柿
本
人
麻
呂
も
、
あ
ら
山
中
に
海
を
な

す
か
も
と
よ
め
る
は
猟
路
の
池
の
こ
と
也
。
此
集
卷
の
第
三
に

み
へ
た
り
。
且
天
の
か
ぐ
山
に
大
池
有
こ
と
も
、
此
集
第
三
卷

に
、
鴨
君
足
人
の
香
具
山
の
歌
あ
る
を
見
て
し
る
べ
し
。

こ
こ
で
い
う
海
原
と
は
、
海
で
は
な
く
大
池
の
こ
と
だ
と
い
う
。
春

満
が
証
歌
と
し
て
挙
げ
た
も
の
は
次
の
二
首
。
ま
ず
は
巻
三
・
二
四

一
番
歌
、柿
本
人
麻
呂
歌
に
つ
い
て
春
満
の
『
万
葉
集
童
子
問
』（
以

下
『
童
子
問
』）
か
ら
引
用
す
る
。

長
皇
子
遊
猟
路
池
之
時
柿
本
朝
臣
人
麿
作
歌
一
首
并
短
歌

皇
す
べ
ら
ぎ

は　

神
に
し
ま
せ
ば　

真
木
の
立
つ　

荒
山
中
に　

海
を

な
す
か
も

春
満
の
注
に
沿
っ
て
一
首
を
訳
せ
ば
、
天
皇
は
神
に
て
あ
ら
せ
ら
れ

る
の
で
、
木
が
生
い
茂
っ
た
荒
野
の
中
に
大
き
な
池
を
作
っ
た
こ
と

よ
、
の
意
。『
童
子
問
』
の
な
か
で
春
満
は
「
池
を
海
と
も
い
ふ
べ
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き
証
あ
り
や
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
例
は
「
和
漢

共
に
い
か
ほ
ど
も
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
次
に
鴨か
も
の
き
み
の
た
り
ひ
と

君
足
人
の
作

と
い
う
の
は
、
巻
三
・
二
五
七
番
歌
の
こ
と
。
同
じ
く
春
満
の
『
童

子
問
』
か
ら
引
用
す
る
。

天
降
り
つ
く　

天
の
香
具
山　

霞
立
つ　

春
に
至
れ
ば　

松
風

に　

池
波
立
ち
て　

桜
花　

梢
盛
り
に　

奥
辺
に
は　

鴨か
も
め妻

喚
よ
ば
ひ
て

︙

「
奥
辺
」の
語
に
つ
い
て
春
満
は「
奥
の
方
と
い
ふ
義
な
り
」と
注
し
、

そ
の
上
で
「
香
山
の
池
甚
大
な
る
が
故
に
奥
も
辺
も
よ
め
る
な
り
。

常
の
小
池
に
は
奥
辺
を
よ
む
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
」と
述
べ
て
い
る
。

二
番
歌
で
は
「
か
ま
め
」
と
付
訓
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は

「
か
も
め
」
と
あ
り
語
形
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
春
満
は
『
僻
案
抄
』

二
番
歌
の
注
で
、「
加
万
目
と
は
水
鳥
の
名
、
鴎
也
。
五
音
通
じ
て
か

も
め
と
も
か
ま
め
と
も
云
」
と
述
べ
、「
か
も
め
」・「
か
ま
め
」
ど
ち

ら
も
鴎
の
こ
と
を
指
す
と
し
て
い
る⎠

8
⎝

。
春
満
は
こ
の
二
首
か
ら
、
古

代
で
は
大
池
を
も
海
と
言
っ
た
こ
と
、
ま
た
香
久
山
の
付
近
に
大
き

な
池
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、「
海
原
は　

鴎
立
ち
立
つ
」
の
「
海
原
」

と
は
香
久
山
付
近
に
あ
っ
た
池
の
こ
と
を
指
す
の
だ
と
い
う
。

『
僻
案
抄
』
の
議
論
に
戻
る
。
続
い
て
春
満
は
、

又
問
云
。
し
か
ら
ば
此
海
原
は
大
池
な
る
べ
し
。
猶
疑
し
き
は

鴎
也
。
鴎
は
海
に
の
み
あ
り
て
、池
に
は
す
ま
ぬ
鳥
な
ら
ず
や
。

但
此
御
歌
の
か
ま
め
は
、
水
鳥
の
惣
名
に
よ
み
給
へ
る
に
や
。

と
い
う
鴎
は
海
に
棲
む
鳥
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
次

の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

答
云
。
し
か
ら
ず
。
香
具
山
の
池
に
は
鴎
す
め
り
。
其
証
は
か

の
足
人
の
香
具
山
の
歌
に
、
奥
辺
に
は
か
も
め
喚
と
有
を
見
て

も
し
る
べ
し
。

先
の
鴨
君
足
人
の
長
歌
に
「
奥
辺
に
は　

鴨か
も
め妻

呼
ば
ひ
て
」
と
あ
る

こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
川
や
池
に
住
む
鴎
も
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
春
満
は
、『
童
子
問
』
二
五
七
番
歌
の
注
で
も
、「
大
池
に
は
鴎
も

よ
り
来
れ
る
也
」
と
述
べ
て
い
た
。

春
満
の
意
見
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず

「
海
」
と
い
う
語
は
、
古
代
に
お
い
て
は
池
の
こ
と
を
も
指
す
の
で

あ
り
、
当
該
長
歌
に
お
け
る
「
海
原
」
と
い
う
の
は
香
久
山
付
近
に

あ
っ
た
大
池
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る

鴎
は
川
や
池
に
棲
む
種
類
の
鴎
で
あ
る
か
ら
不
自
然
で
は
な
い
と
述

べ
、
一
首
が
実
景
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
春
満
は

主
張
し
た
。『
宗
祇
抄
』の
文
飾
説
に
対
す
る
実
景
説
の
主
張
で
あ
る
。

春
満
は
こ
の
反
論
の
な
か
で
、「
い
に
し
へ
の
歌
は
皆
実
の
み
に
て
、

少
も
虚
は
な
し
。
今
の
世
の
歌
に
見
も
せ
ぬ
さ
か
ひ
を
よ
み
、
あ
り

も
せ
ぬ
景
物
を
よ
む
類
に
は
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
は

古
歌
と
は
見
た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
歌
う
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、



－148－

虚
飾
を
交
え
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
春
満
の
古
歌
理

解
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う

た
し
か
に
春
満
は
、
三
宅
氏
の
い
う
よ
う
に
、
当
該
歌
を
実
景
と

し
て
解
釈
し
、
見
た
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
う
こ
と
が
、「
実
」
あ

る
歌
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
次
に
、
当
該
長
歌
を
実
景
と

し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
今
日
の
研
究
水
準
か
ら
み
て
妥
当
で
あ
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て

は
、
実
は
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
春
満
の
以
降
の
解
釈
に
つ
い

て
も
み
て
い
こ
う
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
真
淵
は
、
春
満
の
意
見
を
受
け
継
い
で
実
景
説

を
取
り
、
ま
た
こ
の
池
に
つ
い
て
「
其
（
香
久
山
の
―
引
用
者
注
）
畝

の
本
に
つ
き
て
二
町
四
方
ば
か
り
の
池
あ
り
。
是
ぞ
古
へ
の
埴
安
の

池
の
ゝ
こ
れ
る
也
」（『
万
葉
考
』
別
記
一
「
天
香
久
山
」
の
項
）
と
巻
一

（
一
）・
五
二
番
歌
に
あ
る
「
埴
安
の
堤
」
の
場
所
を
特
定
し
、
当
該

長
歌
に
お
け
る
「
海
原
」
は
こ
の
埴
安
池
の
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

頭
注
に
は

或
説
、
大
和
よ
り
海
は
み
え
ね
ど
、
眺
望
の
さ
ま
な
れ
ば
の
た

ま
へ
り
と
云
は
ひ
が
事
也
。
古
へ
の
歌
に
そ
ら
ご
と
は
な
し
。

後
の
題
詠
よ
り
思
誤
れ
る
成
べ
し
。

と
注
し
、『
宗
祇
抄
』
に
従
っ
て
文
飾
説
を
唱
え
た
旧
注
の
意
見
を
批

判
し
、「
古
へ
の
歌
に
そ
ら
ご
と
は
な
し
」
と
述
べ
、
春
満
の
主
張
を

受
け
継
い
で
い
る
。春
満
・
真
淵
以
後
、近
世
諸
注
に
お
い
て
は
、「
海

原
」
を
香
具
山
周
辺
の
池
の
こ
と
と
す
る
実
景
的
な
解
釈
が
広
く
行

わ
れ
た
。
新
注
を
み
て
み
る
と
、
澤
瀉
久
孝
の
『
万
葉
集
注
釈
』
や 

『
万
葉
集
全
注
』（
巻
一
は
伊
藤
博
担
当
）
な
ど
実
景
的
な
解
釈
を
取
る

も
の
も
多
い
が
、
中
西
進
の
『
万
葉
集
全
訳
注
』
が
「
香
久
山
か
ら

海
は
見
え
な
い
」、
多
田
一
臣
の
『
万
葉
集
全
解
』
が
「
こ
こ
は
神

の
眼
差
し
の
中
に
据
え
ら
れ
た
理
想
の
景
が
う
た
わ
れ
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
な
ど
、
実
景
説
に
対
す
る
批
判
も
少

な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
研
究
成
果
を
も
と
に
近
世
の
研
究

を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
当
該
歌
を
実
景
と
し
て
解

釈
す
る
こ
と
が
、
実
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
成
立
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
い
論
証
を
、
あ
え
て
春
満
は

行
お
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
言
え
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。

春
満
や
真
淵
の
知
見
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
立
論
は
成
立

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
春
満
の
立
論
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
春
満
は
二

四
一
番
の
人
麻
呂
歌
と
二
五
七
番
歌
鴨
君
足
人
の
長
歌
の
二
首
を
証

歌
と
し
て
実
景
説
を
唱
え
た
が
、
こ
の
二
首
に
よ
っ
て
実
景
説
は
主

張
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
春
満
は
、
古
代
に
お
い
て
「
海
」
の
語

は
池
の
こ
と
を
も
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
二
番
歌
で
い
う
「
海
原
」

は
眼
前
に
あ
る
大
池
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
述
べ
て
、
実
景
説
を
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主
張
し
て
い
た
。
だ
が
、「
海
」
の
語
が
大
き
な
池
の
意
味
を
も
含
む

も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
歌
と
し
て
挙
げ
た
二
四
一
番
歌
に
つ
い
て
、

契
沖
は
「
こ
れ
は
君
の
徳
を
ほ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
神
に
て
ま
し
ま

せ
ば
こ
そ
、
か
ゝ
る
山
中
に
お
も
ひ
よ
ら
ぬ
海
を
ば
な
さ
せ
た
ま
へ

と
、
池
を
い
か
に
も
お
ほ
き
に
よ
み
な
さ
れ
た
る
な
り
」（『
代
匠
記
』

（
初
稿
本
））
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
。「
皇
す
べ
ら
ぎ

は　

神
に
し
ま

せ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
は
神
で
あ
る
か
ら
、
山
中
に
文
字
通

り
の
海
を
造
る
と
い
う
、
人
為
で
は
不
可
能
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
な

さ
っ
た
、
と
い
う
の
が
一
首
の
大
意
で
、
こ
こ
で
は
神
と
し
て
の
天

皇
を
称
賛
す
る
た
め
に
池
を
誇
張
し
て
「
海
」
と
述
べ
た
の
だ
、
と

い
う
よ
う
に
契
沖
は
解
釈
し
て
い
る
。
現
代
で
は
佐
竹
昭
広
氏
が
、

「
人
為
で
は
到
底
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
を
眼
前
に
現

出
し
て
み
せ
た
大
君
の
偉
業
を
讃
嘆
」
し
て
い
る⎠

9
⎝

と
述
べ
、
神
野
富

一
氏
は
「
大
君
の
威
力
が
う
っ
そ
う
と
し
た
荒
山
中
に
も
海
を
作
る

の
だ
と
い
う
、
讃
仰
の
心
情
が
も
た
ら
す
誇
張
が
働
い
て
い
る⎠

₁₀
⎝

」
と

契
沖
説
を
支
持
し
た
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
春
満
は
先
程
引
用
し
た

『
童
子
問
』
に
お
い
て
二
四
一
番
歌
の
大
意
を
「
海
成
は
猟
路
の
池

を
堀マ
マ

せ
給
ふ
こ
と
を
よ
め
る
な
る
べ
し
。
山
中
に
海
を
な
し
給
ふ
こ

と
を
神
変
の
如
に
よ
み
な
し
て
天
皇
を
称
し
奉
る
歌
と
き
こ
ゆ
る
な

り
」
と
注
し
て
い
る
が
、
大
王
の
神
性
を
強
調
す
る
こ
と
が
一
首
の

主
意
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
池
を
作
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
文
字

通
り
の
広
大
な
海
を
作
っ
た
、
と
い
っ
た
方
が
、
一
首
の
主
意
は
よ

り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
「
海
」
の
語
に
は
、「
淡
海
海
」（
巻

十
一
・
二
四
三
五
）
な
ど
の
よ
う
に
湖
な
ど
大
き
な
水
域
の
こ
と
を

言
う
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
当
該
歌
の
場
合
に
お

け
る
「
海
」
の
語
を
、
文
字
通
り
の
海
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
し

て
な
に
か
問
題
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
当
該
歌
の
「
海
」

の
語
を
大
池
の
こ
と
と
し
て
捉
え
る
必
然
性
は
な
く
、
む
し
ろ
文
字

通
り
の
海
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
し
た
方
が
よ
り
主
意
が
明
確
に

な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
契
沖
説
の
解
釈
に
従
う
方
が
よ
り
妥
当
な
選

択
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

ま
た
春
満
が
香
具
山
周
辺
に
池
が
あ
る
こ
と
の
証
歌
と
し
て
引
用

し
て
い
た
二
五
七
番
歌
の
本
文
に
は
「
池
波
立
ち
て
」
と
あ
り
、
二

番
歌
で
は
「
海
」
と
歌
わ
れ
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
「
池
」
と
歌
わ

れ
て
い
る
。
二
五
七
番
歌
は
左
注
や
配
列
か
ら
考
え
て
初
期
万
葉
に

属
す
歌
で
は
な
く⎠

₁₁
⎝

、
二
番
歌
を
舒
明
天
皇
自
身
の
手
に
か
か
る
も
の

と
す
れ
ば
二
首
の
制
作
年
代
は
隔
た
る
こ
と
に
は
な
る
。
だ
が
こ
の

表
現
の
相
違
に
関
し
て
な
ん
ら
か
の
説
明
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
春
満
や
真
淵
も
特
に
注
釈
を
施
し
て
い
な
い
。

春
満
の
知
見
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
春
満
の
立
論
を
批
判
し
う

る
余
地
は
あ
っ
た
。
春
満
の
解
釈
は
先
行
注
釈
に
対
す
る
十
分
な
批

判
、
用
例
の
慎
重
な
検
討
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
む
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し
ろ
、
古
歌
は
見
た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
う
も
の
だ
、
と
い
う

春
満
の
古
歌
認
識
が
一
首
の
解
釈
に
先
行
し
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら

れ
た
結
論
に
向
か
っ
て
解
釈
を
進
め
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

二
次
に
、
春
満
の
こ
の
万
葉
実
景
論
が
、
真
淵
に
ど
の
よ
う
に
継
承

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
だ
が
そ
の
前
に
こ
の
二
番
歌
の

解
釈
に
つ
い
て
、
真
淵
と
春
満
の
注
釈
を
比
較
し
て
お
き
た
い
。
真

淵
は
春
満
の
解
釈
に
従
い
、
用
例
も
春
満
と
同
じ
も
の
を
利
用
し
て

い
る
。
真
淵
は
春
満
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
の
、
真
淵
の
注

釈
に
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
は
、
埴
安
池
の
場
所
を
特
定
し
た
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
山
路
平
四
郎
氏
は
「
彼
は
近

頃
は
や
り
の
実
地
踏
査
の
は
し
り

4

4

4

の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
た
」（
傍

点
原
文⎠

₁₂
⎝

）
と
い
っ
て
い
た
。
確
か
に
真
淵
は
詠
わ
れ
た
景
や
物
を
実

際
に
確
認
す
る
と
い
う
作
業
を
よ
く
行
う
し
、
そ
れ
は
契
沖
や
春
満

に
比
し
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。「
か
こ
じ
も
の
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。「
か

こ
じ
も
の
」
の
語
は
「
秋
萩
を 

つ
ま
問
ふ
鹿
こ
そ 

一
つ
子
二
つ
子　

持
た
り
と
い
へ 

鹿か
こ
じ
も
の

児
自
物 

我
が
一
人
子
の 

草
枕 

旅
に
し
行
け
ば
」

（
巻
九
・
一
七
九
〇
）
や
、「
可か

こ

じ

も

の

胡
自
母
乃 

た
だ
ひ
と
り
し
て 

朝
戸
出
の 

悲
し
き
我
が
子
」（
巻
二
十
・
四
四
八
〇
）
な
ど
の
用
例
が
あ
り
、
真

淵
は
こ
の
語
を
「
一
人
子
」「
一
人
し
て
」
を
導
く
枕
詞
と
し
て
『
冠

字
考
』
に
立
項
し
て
い
る
。
真
淵
の
解
釈
を
み
る
前
に
、
ま
ず
は
右

に
引
用
し
た
巻
九
・
一
七
九
〇
番
歌
に
つ
い
て
の
『
代
匠
記
』（
初

稿
本
）
の
解
釈
を
み
て
み
た
い
。

ひ
と
つ
子
ふ
た
つ
子
と
は
、
あ
る
ひ
は
ひ
と
つ
も
ゝ
ち
、
あ
る

ひ
は
ふ
た
つ
も
ゝ
つ
な
り
。
こ
れ
は
ひ
と
り
子
を
、
彼
鹿
の
ひ

と
つ
子
に
よ
そ
へ
て
い
は
む
た
め
な
り
。
鹿
兒
じ
も
の
、
鹿
の

子
を
か
こ
と
い
ふ
。
麛
の
字
な
り
。（
中
略
）和
名
集
云
。
麑︿
音

迷
﹀
亦
作
レ
麛
ニ
。
し
は
助
語
な
が
ら
、
常
の
助
語
の
し
も
じ

に
は
た
が
ひ
て
、
此
し
も
じ
は
か
こ
と
い
ふ
物
と
い
は
む
が
ご

と
く
に
て
、
な
く
て
は
か
な
は
ぬ
字
な
り
。

契
沖
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
か
こ
じ
も
の
」
は
鹿
の
子
の
よ
う
な
、
の

意
で
、
一
七
九
〇
番
歌
を
訳
せ
ば
、
秋
萩
を
妻
と
し
て
求
め
る
鹿
は

一
人
子
二
人
子
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
鹿
の
子
の
よ
う
な

た
っ
た
一
人
の
私
の
子
が
旅
に
行
く
の
で
、
の
意
。
契
沖
は
、『
和
名

抄
』
の
記
述
を
引
用
し
、「
か
こ
」
は
鹿
の
子
の
意
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
、
鹿
が
一
腹
一
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鹿
の
子
の
よ
う
な
私
の
一

人
子
、
と
い
う
よ
う
に
こ
の
句
を
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
語
に
つ
い

て
の
春
満
の
解
釈
は
わ
か
ら
な
い
。
春
満
の
弟
で
あ
る
荷
田
信
名
が

著
し
た
注
釈
書
『
万
葉
童
蒙
抄
』
は
「
宗
師
案
」
と
し
て
春
満
の
説
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が
引
用
さ
れ
る
な
ど
、
春
満
の
影
響
を
強
く
受
け
た
注
釈
書
で
あ

る⎠
₁₃
⎝

。
こ
の
歌
の
注
釈
に
お
い
て
「
宗
師
案
」
と
記
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
春
満
の
解
釈
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い

が
、
春
満
の
解
釈
を
窺
う
た
め
、
一
応
引
用
し
て
お
く
。
信
名
は
契

沖
同
様
『
和
名
抄
』
の
記
述
を
引
用
し
た
後
に
、「
鹿
と
云
も
の
は
、

わ
き
て
子
を
愛
し
て
、
つ
れ
て
離
れ
ぬ
も
の
故
、
よ
そ
へ
て
詠
め
る

な
る
べ
し
」
と
あ
る
。
次
に
真
淵
の
『
冠
字
考
』
を
み
る
と
、「
こ
は

奥
山
人
に
問
に
、
鹿
は
子
一
つ
二
つ
う
む
も
の
と
い
へ
り
。
然
れ
ば

子
の
い
と
す
く
な
き
譬
に
あ
げ
て
、人
の
独
子
に
は
冠
ら
せ
た
る
也
」

と
あ
る
。
一
二
匹
し
か
い
な
い
と
い
う
鹿
の
子
の
よ
う
な
私
の
一
人

子
は
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
点
は
契
沖
と
変
わ
り
な
い
が
、
特

徴
的
な
の
は
や
は
り
、
鹿
の
生
態
に
つ
い
て
山
奥
に
住
む
者
に
直
接

問
い
、現
実
の
鹿
の
生
態
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

二
番
歌
に
お
け
る
埴
安
池
の
調
査
と
同
様
、
こ
こ
で
も
真
淵
は
解
釈

や
自
説
の
補
強
の
た
め
に
、
歌
わ
れ
た
物
を
直
接
確
認
し
て
い
る
。

三
二
番
歌
の
真
淵
の
注
釈
と
、「
か
こ
じ
も
の
」
の
解
釈
か
ら
、
歌
わ

れ
た
物
を
直
接
確
認
し
よ
う
と
す
る
真
淵
の
こ
だ
わ
り
を
確
認
で
き

た
。
こ
こ
か
ら
春
満
の
万
葉
実
景
論
が
形
を
変
え
て
真
淵
に
継
承
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
み
え
て
く
る
。
次
に
、「
玉
藻
」
と
い
う
語
に
つ
い

て
の
真
淵
の
解
釈
を
み
て
み
よ
う
。

真
淵
の
解
釈
を
み
る
前
に
、
ま
ず
は
真
淵
以
前
の
解
釈
に
つ
い
て

み
て
お
き
た
い
。
こ
の
語
に
つ
い
て
、『
代
匠
記
』
初
稿
本
に
解
釈
は

み
え
な
い
が
、
精
選
本
に
は
、
一
三
一
番
歌
「
玉
藻
息
津
藻
」
の
注

に
「
玉
モ
ハ
藻
ヲ
ホ
メ
、
オ
キ
ツ
藻
ハ
奥
ニ
有
藻
ナ
リ
」
と
あ
り
、

ま
た
一
〇
一
番
歌
「
玉
葛
」
の
注
に
は
、「
玉
ハ
玉
松
・
玉
椿
ナ
ド
ノ

万
ノ
物
ヲ
ホ
メ
テ
云
事
多
シ
」
と
あ
っ
て
、
契
沖
は
「
玉
」
と
い
う

接
頭
語
は
物
を
褒
め
る
美
称
だ
と
解
し
て
い
る
。

次
に
春
満
の
解
釈
を
み
て
み
る
。『
僻
案
抄
』
に
は
、
集
中
に
お

け
る
「
玉
藻
」
の
初
出
で
あ
る
巻
一
・
二
三
番
歌
、

　

麻
績
王
流
於
伊
勢
国
伊
良
虞
島
之
時
人
哀
傷
作
歌

打う
つ
の
を麻　

麻を
み
の績

王
お
ほ
き
み　

海
人
な
る
や　

伊い

ら

ご
良
虞
が
島
の　

玉
藻
刈

り
ま
す

の
注
に
は
、

珠
は
物
を
ほ
む
る
辞
也
。
此
歌
に
て
は
、
あ
な
が
ち
、
藻
を
ほ

む
べ
き
義
に
あ
ら
ね
ど
も
、
只
藻
と
の
み
い
へ
ば
俗
言
也
。
珠

藻
と
い
へ
ば
歌
詞
に
な
る
也
。
俗
言
と
歌
詞
と
の
差
別
を
知
る

べ
し
。

と
あ
る
。
二
三
番
歌
を
訳
せ
ば
、
配
流
さ
れ
た
麻
績
王
は
海
人
な
の

だ
ろ
う
か
、
伊
良
虞
の
島
の
藻
を
刈
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
い
う

よ
う
に
な
る
。
題
詞
を
み
れ
ば
こ
の
二
三
番
歌
は
、
配
流
さ
れ
た
麻
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績
王
を
「
哀
傷
」
し
て
、
つ
ま
り
麻
績
王
の
境
遇
を
悲
し
ん
で
詠
ん

だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
時
の
「
玉
藻
」
は

一
見
、
美
し
い
藻
と
い
う
よ
り
も
、
海
人
の
刈
る
よ
う
な
卑
し
い
藻
、

と
い
う
よ
う
に
取
る
べ
き
か
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
の
注
で
春
満

は
、「
玉
藻
」
と
い
う
語
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
。「
玉
」
の

語
は
一
般
的
に
は
物
を
褒
め
る
美
称
で
あ
る
。こ
の
歌
に
お
い
て
は
、

必
ず
し
も
「
藻
」
を
褒
め
て
い
る
と
取
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
藻
を

た
だ
「
藻
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
俗
言
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
玉
」

を
付
け
る
こ
と
で
雅
な
言
葉
に
な
り
、
和
歌
に
詠
み
こ
む
こ
と
が
で

き
る
言
葉
に
な
る
の
だ
と
、
春
満
は
解
し
て
い
る
。
こ
の
歌
に
お
け

る
「
玉
藻
」
の
「
玉
」
の
語
は
、「
藻
」
そ
の
も
の
を
褒
め
て
い
る
と

い
う
よ
り
は
、「
藻
」
と
い
う
語
を
和
歌
に
詠
み
込
み
う
る
雅
語
に
変

換
す
る
た
め
の
一
つ
の
表
現
手
法
で
あ
る
と
、春
満
は
考
え
て
い
る
。

春
満
は
「
玉
藻
」
を
美
し
い
藻
と
解
釈
し
た
と
き
に
起
こ
る
、
題
詞

に
示
さ
れ
た
作
歌
状
況
と
の
違
和
感
を
解
消
す
る
た
め
に
右
の
よ
う

な
解
釈
を
示
し
た
。
こ
こ
で
は
春
満
が
、
た
だ
「
藻
」
と
だ
け
言
っ

た
場
合
、
そ
れ
は
「
俗
言
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り

藻
と
い
う
植
物
は
そ
も
そ
も
賞
美
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
俗
な
物
で

あ
る
と
、
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
語
に
つ
い
て
真
淵
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

玉
藻
の
玉
を
ほ
む
る
語
と
い
ふ
は
わ
ろ
し
。
玉
と
ほ
む
る
も
物

に
こ
そ
よ
れ
。
凡
草
木
に
玉
と
い
ふ
に
子ミ

こ
そ
多
け
れ
。
藻
に

真
の
白
玉
の
如
き
子ミ

多
き
を
、
豊
後
の
海
よ
り
持
来
て
見
せ
し

人
有
。 

（『
万
葉
考
』
巻
一
（
一
）・
二
三
）

○
玉
藻
と
は
、
藻
に
玉
の
ご
と
き
子ミ

あ
る
故
に
い
ふ
の
み
。
ほ

め
た
る
語
也
と
い
へ
ど
、
玉
も
て
ほ
む
る
も
物
に
こ
そ
よ
れ
。

藻
な
ど
に
は
似
つ
か
ぬ
な
り
。 

（『
冠
辞
考
』「
た
ま
も
よ
し
」）

右
二
つ
の
う
ち
、『
万
葉
考
』
に
即
し
て
真
淵
の
解
釈
を
み
て
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。「
玉
藻
」
の
「
玉
」
は
美
称
で
あ
る
な
ど
と
い

う
説
は
誤
り
で
あ
る
。「
玉
」
と
美
称
を
つ
け
る
の
も
物
に
よ
る
。

藻
な
ど
と
い
う
物
に
「
玉
」
と
い
う
美
称
を
つ
け
る
は
ず
は
な
い
。

草
木
に
「
玉
」
と
い
う
場
合
に
は
、
実
が
多
い
草
木
を
指
す
も
の
だ

が
、藻
に
本
物
の
真
珠
の
よ
う
な
実
が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
る
の
を
、

実
際
に
見
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、「
玉
藻
」
は
実
の
多
い
藻
の
意
味
で

あ
る
と
、
真
淵
は
説
明
し
て
い
る⎠

₁₄
⎝

。

契
沖
・
春
満
・
真
淵
は
三
者
と
も
異
な
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
も

の
の
、
春
満
と
真
淵
は
問
題
意
識
と
し
て
は
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
美
し
い
物
で
あ
る
は
ず
の
な
い
藻
に
、「
玉
」
と
い
う
美
称
が
付

い
て
い
る
と
い
う
矛
盾
、
一
見
文
飾
と
も
取
れ
る
こ
の
表
現
を
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

二
番
歌
の
解
釈
に
お
い
て
春
満
は
、「
い
に
し
へ
の
歌
は
皆
実
の
み

に
て
、
少
も
虚
は
な
し
」
と
述
べ
て
い
た
。
古
歌
は
見
た
物
を
あ
り
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の
ま
ま
に
歌
う
も
の
で
あ
っ
て
そ
こ
に
偽
り
は
な
い
、
と
い
う
春
満

の
万
葉
論
に
と
っ
て
、「
玉
藻
」
の
「
玉
」
を
、
藻
を
褒
め
た
美
称
と

解
す
る
こ
と
は
、
美
し
く
な
い
物
を
美
し
く
見
せ
る
と
い
う
文
飾
、

古
歌
に
お
け
る
偽
り
を
容
認
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ

う
。
春
満
は
、「
玉
藻
」
の
「
玉
」
は
藻
そ
の
も
の
を
褒
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
藻
を
和
歌
に
詠
み
込
む
際
の
一
種
の
方
便
で
あ
る
と

捉
え
、
自
身
の
万
葉
論
と
矛
盾
し
な
い
解
釈
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の

「
玉
藻
」
の
語
に
つ
い
て
真
淵
は
春
満
と
異
な
る
解
釈
を
示
し
て
は

い
る
も
の
の
、
真
淵
も
ま
た
、「
玉
藻
」
の
「
玉
」
を
藻
に
つ
い
た
丸

い
実
の
こ
と
と
解
し
、
藻
の
外
形
的
な
特
徴
を
表
現
し
た
も
の
と
捉

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
飾
的
な
解
釈
を
斥
け
た
。
さ
ら
に
真
淵
の
場

合
、
見
た
物
を
忠
実
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
こ
の
語
を
解
釈
し
て

い
る
点
、
語
の
解
釈
そ
の
も
の
は
異
な
る
も
の
の
、
古
歌
は
見
た
物

を
あ
り
の
ま
ま
に
歌
う
と
い
う
春
満
の
万
葉
実
景
論
を
敷
衍
し
、
よ

り
徹
底
し
た
解
釈
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

真
淵
の
こ
の
解
釈
は
、
万
葉
注
釈
書
の
な
か
で
も
か
な
り
特
異
な

解
釈
で
あ
る
。
確
か
に
真
淵
や
春
満
の
い
う
よ
う
に
、
二
三
番
歌
に

お
い
て
「
玉
藻
」
を
美
し
い
藻
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
集
中
に
お
け
る
「
玉
藻
」
の
用
例
を

み
る
限
り
で
は
、
や
は
り
真
淵
の
解
釈
は
成
り
立
ち
が
た
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

集
中
に
お
い
て
「
玉
藻
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
例
、
ま
た
は
「
玉

藻
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
ず
と
も
藻
と
い
う
植
物
が
詠
み
込
ま
れ

た
歌
は
多
い
が
、
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
例

え
ば
「
玉
藻
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
歌
が

あ
る
。

　

弓
削
皇
子
、
紀
皇
女
を
思
ふ
御
歌
四
首

夕
さ
ら
ば　

潮
満
ち
来
な
む　

住
吉
の　

浅
香
の
浦
に　

玉
藻

刈
り
て
な 

（
巻
二
・
一
二
一
）

一
二
一
番
歌
を
訳
せ
ば
、夕
に
な
れ
ば
潮
が
満
ち
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、

そ
の
前
に
住
江
の
浅
香
の
浦
の
玉
藻
を
刈
り
た
い
（
そ
の
藻
の
よ
う

な
妹
に
早
く
逢
い
た
い
）、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
こ
で
は
「
玉
藻
」

を
刈
る
、
と
い
う
表
現
が
妹
に
逢
う
こ
と
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。次
に
藻
と
い
う
植
物
が
詠
み
込
ま
れ
た
例
と
し
て
は
、

　

藻
に
寄
す
る

潮
満
て
ば　

入
り
ぬ
る
磯
の　

草
な
れ
や　

見
ら
く
少
な
く　

恋
ふ
ら
く
の
多
き 

（
巻
七
・
一
三
九
四
）

と
い
う
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
一
三
九
四
番
歌
を
訳
せ
ば
、
あ
な

た
は
潮
が
満
ち
れ
ば
海
に
隠
れ
て
し
ま
う
磯
の
草
（
藻
）
な
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ
の
姿
を
見
る
事
は
稀
で
、
恋
慕
う
時
間
ば
か
り
が
長
い
、

と
い
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、「
玉
藻
」
と
い
う
語
こ
そ
用

い
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
磯
の
草
」、
つ
ま
り
藻
が
こ
こ
で
も
愛
す
べ
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き
妹
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
二
一
番

歌
に
お
い
て
愛
す
べ
き
妹
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る「
玉
藻
」

の
語
を
、「
丸
い
実
の
つ
い
た
藻
」
と
し
て
の
み
解
釈
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
そ
れ
は
「
玉
の
よ
う
に
美
し
い
藻
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
愛
で
る
べ
き
美
し
い
妹
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
一
三
九
四
番
歌
に
お
い
て
は
「
玉
」

と
い
う
美
称
を
つ
け
ず
と
も
同
様
の
比
喩
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
は
「
玉
」
と
い
う
美
称
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
ず
と
も
、
藻
と
い
う

植
物
は
十
分
美
し
い
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。真

淵
以
後
の
近
世
古
注
を
み
て
も
、
真
淵
説
に
従
う
注
釈
書
は
加

藤
千
蔭
の
『
万
葉
集
略
解
』
以
外
な
く
、
鹿
持
雅
澄
の
『
万
葉
集
古

義
』
は
「
珠
と
は
ほ
む
る
辞
な
り
。
例
多
し
。
藻
を
称
て
云
る
な
り
。

︿
岡
部
氏ノ

考
に
、
藻
の
子ミ

の
白
玉
の
如
く
な
れ
ば
、
珠
藻
と
い
ふ
よ

し
い
へ
る
は
例
の
甚イ
ト

偏カ
タ
ヨ

れ
り
。﹀」（
二
三
番
歌
）
と
非
難
し
て
い
る
。

確
か
に
二
三
番
歌
の
み
を
み
る
な
ら
ば
、「
玉
藻
」
を
美
し
い
藻
の
こ

と
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
不
自
然
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
集
中
の
用
例
を
み
る
限
り
、「
玉
藻
」
の
語
は
、
や

は
り
美
し
い
藻
の
こ
と
と
し
て
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
一
首
に
お
け
る
「
玉
藻
」
の
語
と
題
詞
と
の
間
の
矛
盾
を
解
消
す

る
た
め
に
、
他
の
す
べ
て
の
用
例
を
「
丸
い
実
の
つ
い
た
藻
」
と
し

て
解
釈
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
。

で
は
な
ぜ
真
淵
は
こ
の
よ
う
な
偏
っ
た
説
を
打
ち
出
し
た
の
か
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
藻

な
ど
と
い
う
も
の
は
賞
美
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
物
で
は
な
い
こ

と
、
そ
し
て
、
丸
い
実
を
つ
け
た
藻
を
実
際
に
見
た
こ
と
が
あ
る
、

と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
真
淵

は
実
物
と
し
て
の
藻
の
観
察
結
果
に
基
づ
い
て
解
釈
を
行
っ
て
い

る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

文
飾
を
否
定
し
、
藻
の
外
形
的
な
特
徴
を
正
確
に
表
現
し
た
も
の

と
し
て
「
玉
藻
」
の
語
を
解
釈
す
る
態
度
は
、
二
番
歌
に
お
け
る
春

満
の
解
釈
の
傾
向
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
論
証

の
過
程
が
両
者
は
異
な
っ
て
い
る
。
舒
明
天
皇
の
国
見
歌
の
解
釈
に

お
い
て
春
満
は
、「
海
」の
語
や
香
具
山
周
辺
の
池
の
用
例
を
収
集
し
、

疑
う
余
地
は
多
い
も
の
の
、
そ
れ
に
春
満
な
り
の
解
釈
を
加
え
て
実

景
説
を
立
て
て
い
た
。
だ
が
真
淵
の
場
合
、「
玉
藻
」
の
用
例
の
収
集

と
そ
の
検
討
に
基
づ
い
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
藻
に
は
丸
い
実
が
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
実
物
の
観
察
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
知
見
を
根
拠
と
し
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
真
淵
の
場

合
、
実
物
の
観
察
を
通
し
て
得
ら
れ
た
事
実
が
、
文
献
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
結
論
よ
り
も
重
き
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
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解
釈
の
例
で
は
な
い
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
『
万
葉
考
』
巻
一

（
一
）・
一
三
番
歌
、
大
和
三
山
歌
の
本
文
校
訂
に
お
い
て
も
い
え
る

だ
ろ
う
。

○
中ナ
カ
ツ
オ
ホ
エ
ノ

大
兄
命ミ
コ
ト

の
三ミ
ツ
ヤ
マ山
の
御ミ
ウ
タ歌

香カ
グ
ヤ
マ山

波ハ　

畝
傍
を
を
し
と　

耳
梨
と　

相
争
ひ
き　

神
代
よ
り　

し
か
な
る
ら
し　

古
も　

然
な
れ
こ
そ　

う
つ
せ
み
も　

妻
を

相
ひ
挌う

つ
ら
し
き

こ
の
歌
の
初
句
「
香カ
グ
ヤ
マ山
波ハ

」
に
つ
い
て
、
寛
永
版
本
に
は

「
高カ
ク
ヤ
マ
ハ

山
波
」
と
あ
る
。
仙
覚
の
『
万
葉
集
註
釈
』
に
は
、

三
山
者
、
畝ウ
ネ
ビ火

、
香カ
ク
ヤ
マ山

、
耳ミ
ゝ
ナ
シ梨

山
也
。
見
風
土
記
。
サ
テ
又
、

コ
ノ
歌
古
点
ニ
ハ
、
タ
カ
ヤ
マ
ハ
、
ク
モ
ネ
ヒ
ヲ
ヽ
シ
ト
、
ト

点
ゼ
リ
。
ソ
ノ
心
タ
ガ
ヘ
リ
。
高カ
ク
ヤ
マ
ハ

山
波
雲ウ

ネ

ビ

ヲ

ヲ

シ

ト

根
火
雄
男
志
等
ト
和

ス
ベ
シ
。
ウ
ト
ク
ト
ハ
、
同
韻
相
通
也
。
サ
レ
バ
高カ
ウ
ラ
イ麗
ヲ
、
カ

ノ
ク
ニ
ノ
人
ハ
、
カ
ク
リ
ト
云
フ
。
シ
カ
レ
バ
香カ
ウ
サ
ン山

ト
カ
キ
テ

モ
、
カ
ク
ヤ
マ
ト
ヨ
ム
、
同
事
也
。

と
あ
り
、
仙
覚
が
校
訂
し
た
古
写
本
に
は
「
高
山
」
と
書
い
て
「
タ

カ
ヤ
マ
」
と
付
訓
が
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
仙
覚
は
『
風
土

記
』
の
記
述
や
、「
か
う
」
は
「
か
く
」
に
通
じ
る
音
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
、「
香
山
」
と
書
い
て
「
カ
ク
ヤ
マ
」
と
読
む
よ
う
に
、「
高
山
」

の
表
記
で
あ
っ
て
も
「
カ
ク
ヤ
マ
」
と
訓
じ
う
る
と
し
て
、
改
訓
を

行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
仙
覚
は
文
字
を
改
め
る
こ
と
ま
で
は
せ
ず
、

そ
の
た
め
畝
傍
山
や
耳
梨
山
よ
り
も
低
い
は
ず
の
香
具
山
が「
高
山
」

と
表
記
さ
れ
る
状
況
が
続
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
表
記
と
訓
の
問

題
に
つ
い
て
、『
代
匠
記
』（
初
稿
本
）
は
、「
か
ぐ
山
を
高
山
と
か
き
て

よ
む
こ
と
は
、
神
代
よ
り
名
高
き
山
に
て
、
他
の
山
に
こ
と
な
れ
ば
、

義
を
も
て
か
け
り
」
と
述
べ
て
、香
具
山
は
『
伊
予
国
風
土
記
』
に
、

天
上
の
山
が
天
降
っ
た
時
、
そ
の
片
端
が
香
久
山
に
な
っ
た
と
の
記

事
が
あ
る
な
ど
、大
和
三
山
の
な
か
で
も
有
名
な
山
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
優
位
性
を
表
す
た
め
に
「
高
山
」
と
い
う
表
記
が
さ
れ
て
い
る

と
、説
明
し
て
い
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
『
僻
案
抄
』
に
は
「
仙
覚
、

高
の
字
を
か
ぐ
と
よ
む
証
拠
を
あ
げ
て
、
か
ぐ
や
ま
と
云
り
。
風
土

記
の
証
明
な
れ
ば
、か
ぐ
や
ま
と
よ
む
説
し
か
る
べ
し
」
と
あ
っ
て
、

仙
覚
の
改
訓
に
賛
成
し
て
い
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
真
淵
は
、「
今
本

高
山
と
有
は
誤
也
。
三ノ山
の
一
つ
は
必
ず
香
山
に
て
、
外
の
二
山
よ

り
低
け
れ
ば
高
山
と
書
く
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
、表
記
を
「
香
山
」

に
改
め
て
い
る
。
他
の
二
つ
の
山
よ
り
も
低
い
山
で
あ
る
香
久
山
を

「
高
山
」
と
表
記
す
る
と
い
う
、
事
実
と
は
異
な
る
表
記
を
真
淵
は

認
め
て
い
な
い
。
当
該
歌
の
初
句
を
「
香
山
」
と
表
記
し
て
い
る
古

写
本
は
、
真
淵
が
参
照
し
た
紀
州
本
な
ど
の
写
本
や
、
そ
れ
以
外
の

も
の
を
含
め
て
も
全
く
な
い
。
こ
こ
で
真
淵
は
こ
の
表
記
と
訓
の
問

題
に
つ
い
て
、
古
写
本
の
表
記
を
無
視
し
て
ま
で
改
め
、
事
実
と
表

記
と
の
矛
盾
を
な
く
し
て
い
る
。
三
山
の
な
か
で
最
も
標
高
の
低
い
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香
具
山
を
「
高
山
」
と
表
記
す
る
と
い
う
文
飾
を
否
定
し
、
見
た
も

の
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
実
景
的
に
詠
っ
た
歌
と
し
て
万
葉
歌
を
改
め

て
い
る
、
と
い
う
点
で
、
解
釈
と
本
文
校
訂
と
い
う
手
段
の
違
い
は

あ
る
も
の
の
二
番
歌
に
お
け
る
春
満
の
解
釈
と
、
当
該
歌
に
お
け
る

真
淵
の
改
字
は
方
向
性
と
し
て
は
合
致
し
て
い
る
。

両
者
が
向
か
お
う
と
し
て
い
る
結
論
は
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
こ

で
も
真
淵
は
、
香
具
山
は
低
い
、
と
い
う
実
体
の
観
察
を
も
と
に
本

文
校
訂
を
行
っ
て
い
る
。
文
献
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
と
し
て
は

「
高
山
」
と
い
う
表
記
が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
真
淵
は
香
具

山
の
観
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
事
実
に
基
づ
い
て
解
釈
を
行
っ
て
い

る
。
真
淵
は
、
実
体
と
し
て
の
事
実
を
文
献
よ
り
も
よ
り
強
い
根
拠

と
し
て
考
え
て
い
る
。

四
真
淵
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
た
の
は
、
や
は
り
春
満
の
影
響

が
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
文
献
を
無
視
し
、
実
体
の
観
察
に
基

づ
い
て
解
釈
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
万
葉
歌
と
は
見
た
物
を

あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
歌
で
あ
る
か
ら
だ
。
見
た
物
を
あ
り
の
ま

ま
に
表
現
す
る
歌
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
万
葉
人
が
見
た
で
あ
ろ
う
景

や
物
を
観
察
し
た
結
果
を
、歌
の
解
釈
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
春
満
が
万
葉
歌
を
実
景
的
な
歌
と
し
て
解
釈
す
る
傾

向
が
あ
る
こ
と
を
、
舒
明
天
皇
の
国
見
歌
の
解
釈
の
検
討
を
通
じ
て

指
摘
し
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
春
満
の
考
え
を
受
け
て
、
真
淵
は
実

体
と
し
て
の
事
実
を
も
と
に
「
玉
藻
」
の
解
釈
や
大
和
三
山
歌
の
本

文
校
訂
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

︻
注
︼

（
１
）
真
淵
は
『
万
葉
集
』
の
巻
次
に
つ
い
て
独
特
の
見
解
を
示
し
、
そ
の

た
め
『
万
葉
考
』
の
巻
次
は
通
行
本
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。『
万
葉
考
』
を
引
用
す
る
際
、
本
稿
で
は
ま
ず
『
万
葉
考
』
に

お
け
る
巻
次
を
示
し
た
後
、（
）
で
通
行
本
に
お
け
る
巻
次
を
示
し
た
。

（
2
）
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
年
。

（
3
）
学
燈
社
、
一
九
九
三
年
。

（
4
）『
万
葉
の
伝
統
』、
塙
書
房
、
一
九
五
七
年
。

（
5
）『
荷
田
春
満
の
古
典
学
』、
私
家
版
、
一
九
八
〇
年
。

（
6
）『
僻
案
抄
』
や
『
万
葉
童
蒙
抄
』
は
本
文
と
平
仮
名
書
き
の
訓
を
別
に

記
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
適
宜
訓
に
漢

字
を
当
て
て
引
用
し
た
。
以
下
に
あ
る
『
僻
案
抄
』『
万
葉
童
蒙
抄
』

か
ら
の
引
用
文
も
同
様
。
真
淵
の
『
万
葉
考
』
に
お
い
て
も
同
様
に

書
き
下
し
文
に
し
て
引
用
し
た
。
な
お
春
満
の
『
万
葉
集
童
子
問
』

に
つ
い
て
は
訓
が
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
漢
字
本
文
も
省
略
さ
れ

て
い
る
場
合
が
あ
る
。
よ
っ
て
『
万
葉
集
童
子
問
』
の
注
釈
か
ら
春
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満
の
訓
が
わ
か
る
場
合
は
そ
れ
に
従
い
、
不
明
な
場
合
は
寛
永
版
本

の
付
訓
に
従
っ
て
書
き
下
し
た
。

（
7
）
同
注
５
。

（
8
）
塙
書
房
版
『
万
葉
集
（
本
文
篇
）』（
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島

憲
之
共
著
、
一
九
六
三
年
初
版
、
二
〇
一
二
年
補
訂
版
九
刷
）
は
こ

の
「
鴨
妻
喚
」
の
三
字
を
「
か
も
つ
ま
よ
ば
ひ
」
と
訓
じ
て
い
る
ほ
か
、

現
在
多
く
の
注
釈
書
が
同
様
の
付
訓
を
施
し
て
い
る
。
だ
が
春
満
や

真
淵
は
寛
永
版
本
の
付
訓
通
り
「
か
も
め
」
と
訓
じ
て
い
る
。

（
9
）
佐
竹
昭
広
集
第
一
巻
『
万
葉
集
訓
詁
』「
人
麿
の
反
歌
一
首
―
意
味
論

的
考
察
―
」（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
初
出
は
『
万
葉
』
一
九
号
、

一
九
五
九
年
）。

（
10
）「
舒
明
天
皇
国
見
歌
攷
」『
甲
南
国
文
』
二
九
号
、
一
九
八
二
年
。

（
11
）
二
五
七
番
歌
の
或
本
歌
で
あ
る
二
六
〇
番
歌
に
は
「
右
今
案
、
遷
二
都

寧
楽
一
之
後
、
怜
レ
旧
作
二
此
歌
一
歟
」
と
の
左
注
が
あ
り
、
二
五
七
番

歌
か
ら
二
六
〇
番
歌
ま
で
の
歌
群
は
、
平
城
京
遷
都
後
に
藤
原
京
の

荒
廃
を
悲
し
ん
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
左
注
の
推
測
に
は
異
論
も
多
く
、
二
五
七
番
歌
の
後

に
人
麻
呂
の
歌
や
平
城
京
遷
都
以
前
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
歌

が
載
る
な
ど
、
配
列
の
上
か
ら
見
れ
ば
藤
原
京
の
時
代
に
作
ら
れ
た

も
の
と
の
意
見
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

万
葉
集
（
一
）』（
小

島
憲
之
ほ
か
）な
ど
）も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
の
研
究
で
は
、

も
ち
ろ
ん
初
期
万
葉
の
時
代
の
歌
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（
12
）「
国
見
の
歌
二
つ
」『
国
文
学
研
究
』
第
二
八
集
、
一
九
六
四
年
。

（
13
）『
校
本
万
葉
集
』
首
巻
「
万
葉
集
註
釈
書
の
研
究
」（
久
松
潜
一
担
当
）、

岩
波
書
店
、
一
九
三
一
年
。

（
14
）
他
に
も
真
淵
は
巻
二
（
二
）・
一
一
三
番
歌
の
題
詞
に
見
え
る
「
玉
松
」

の
語
に
つ
い
て
、「
老
松
の
葉
は
円ツ
ブ

ら
な
る
を
、
玉
松
と
い
ふ
べ
し
」

と
述
べ
て
、「
玉
松
」
の
「
玉
」
は
松
の
葉
の
実
物
の
形
状
を
表
し
た

も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

※ 

な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
春
満
の
『
万
葉
集
童
子
問
』
は
『
新
編
荷
田

春
満
全
集
』（
新
編
荷
田
春
満
全
集
編
集
委
員
会
編
、
お
う
ふ
う
、
二
〇

〇
三
年
）
か
ら
、『
万
葉
集
僻
案
抄
』、『
万
葉
童
蒙
抄
』
に
つ
い
て
は
『
荷

田
春
満
全
集
』（
官
幣
大
社
稲
荷
神
社
編
、
六
合
書
院
、
一
九
四
四
年
）

か
ら
引
用
し
た
。
ま
た
真
淵
の
著
作
に
つ
い
て
は
『
龍
の
き
み
へ
賀
茂
真

淵　

問
ひ
答
へ
』
は
『
賀
茂
真
淵
全
集
』（
賀
茂
百
樹
増
訂
、吉
川
弘
文
館
、

一
九
三
二
年
）
か
ら
、
そ
れ
以
外
は
『
賀
茂
真
淵
全
集
』（
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
九
二
年
）
か
ら
引
用
し
た
。


