
柄
に
も
な
く
『
万
葉
集
j

の
歌
に
つ
い
て
な
ど
云
々
し
て
み
よ
う
と
す
る。

心
持
ち
と
し
て
は、
普
段、
「
江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
何
で
も
わ
か
る」
（
中

村
幸
彦）

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
残
存
資
科
の
豊
富
な
時
代
に
つ
き
あ
っ
て
い

る
感
党
に
即
し
て
密
い
て
み
れ
ば、

お
の
ず
か
ら
万
禁
専
家
内
で
常
識
視
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
相
対
化
さ
れ
る、

な
ど
と
い
っ
た
愧
倖
が
生
じ
て
く
れ
れ

ば
好
い
の
だ
が、

と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る。

序

話
題
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
狭
野
弟
上
娘
子
の

た

9

し

ひ

U

あ

し

た

の

ふ

へ

に

た

9

ふ

u
ど

多
麻
之
比
波

安
之
多
由
布
散
ホ

多
麻
布
礼
抒

あ

が

b

u

い

た

し

・』

0

の

し

げ

さ

に

安
我
牟
祢
伊
多
之

古
非
能
之
氣
吉
体
（
巻
十
五、

三
七
六
七）

こ
の
歌
の
第
三
句
「
多
麻
布
礼
抒」

の
解
釈
史
に
つ
い
て
は、

か
つ
て

古
く、

魂
が
触
れ
合
う
と
解
し
た
が、

近
年
は
鎮
魂
の
思
想
を
持
ち
込

ん
で、

魂
振
レ
ド
と
解
し
て
い
た。

最
近
更
に、

動
詞
給
フ
の
下
二
段

活
の
已
然
形
に
助
詞
ド
の
接
続
す
る
も
の
と
見
る
に
至
っ
た
」
（
武
田

祐
吉
「
増
訂
万
葉
集
全
註
釈j

+
-
、

角
川
書
店、

初
版
昭
和
三
十
二

年、

今
昭
和
四
十
五
年
六
版
を
参
照）

と
い
う
整
理
が
あ
る
が、

こ
れ
を
只
今
現
在
に
ま
で
延
長
し
て
く
れ
ば、

解

釈
史
の
整
理
と
し
て
い
ま
だ
に
通
用
す
る
よ
う
で
あ
る。

右
に
「
最
近」

の
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
見
解
は、

日
本
古
典
文
学
大

系
（
第
一

刷
昭
和
三
十
七
年、

今
昭
和
四
十
三
年
第
八
桐
を
参
照）
、

日
本

古
典
文
学
全
集
（
初
版
同
五
十
年、

今
昭
和
六
十
年
第
十
三
版
を
参
照）、

新
潮
8
本
古
典
集
成
（
同
五
十
七
年
発
行）
、
新
絹
日
本
古
典
文
学
全
集
（
平

成
八
年）、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
同
十
四
年）

と
受
け
継
が
れ、

こ
う

し
て
今
日
の
大
古
典
叢
密
に
は
す
ぺ
て、

ほ
と
ん
ど
こ
れ
以
外
の
説
を
見
な

い
と
い
う
壮
観
を
呈
し
た。

鎮
魂
の
思
想
と
言
わ
れ
た
「
魂
振
レ
ド」

解
を

仮
に
「
タ
マ
フ
リ
解」

と
呼
ぶ
と
す
る
と、

か
つ
て
澤
沼
久
孝
「
万
葉
集
注

釈」
（
巻
第
十
五、

昭
和
四
十
年）

に
採
用
さ
れ
る
と
い
う
光
栄
に
浴
し
た

こ
と
も
あ
る、

鹿
持
雅
澄
「
万
業
集
古
義」

に
淵
源
す
る
タ
マ
フ
リ
鎮
魂
解

は、

今
日
ま
で
に
ほ
ぼ
そ
の
姿
を
消
し
た
か
に
見
え
る。

大
局
的
に
は、

江
戸
時
代
国
学
の
跳
躍
的
新
展
開
の
要
素
も
確
実
に
含
ま

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
折
口
信
夫
的
な
も
の
が
戦
後
実
証
主
義
研
究
の
潮
流

山

本

秀

樹

た
ま
し
ひ
は
あ
し
た
ゆ
ふ
へ

に
た
ま
ふ
れ
ど

ー
「
万
懇
集
j

巻
十
五、
三
七
六
七
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
「
万
葉
集」
注
釈
の
解
釈
択一
主
義
へ
の
疑
問

遠吟閃
な
ど
ー
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に
よ
っ
て
急
速
に
洗
い
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推

測
す
る
が、
上
代
文
学
研
究
で
「
タ
マ
フ
リ」

||＇
こ
う
言
っ
た
だ
け
で
も

う
折
口
的
と
言
っ
て
好
い
ほ
ど
の
タ
ー
ム
で
あ
る
（
高
橋
英
夫
「
遊
ぴ
と
た

ま
ふ
り」

ー
そ
の
う
ち
特
に
「
鎖
魂
の
技
術」
節

ーー
「
幻
想
の
変
容」

講
談
社、
昭
和
五
十
八
年。
諒
訪
春
雄
「
鎮
魂」
「
折
口
信
夫
を
読
み
直
す
j

講
談
社
現
代
新
密―
二
三
〇、
平
成
六
年）o

|—と
い
っ
た
話
題
が
主
題

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
ほ
ぼ
姿
を
消
し
た
か
し
て、
国
文
学
研
究

賓
料
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
国
文
学
論
文
目
録
デ
ー
タ
ペ
ー

スー
で
検
索
を
か
け
て
み
て
も
「
タ
マ
フ
リ」
を
タ
イ
ト
ル
に
ふ
く
む
論
文

は、
昭
和
三
十
六
年
五
月、
い
か
に
も
民
俗
学
の
影
響
の
色
濃
い
土
橋
寃
氏

の
「「
見
る」
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義」
（「
万
菜』
三
九）
に
次
い
で、

昭
和
五
十
二
年
十
月、
民
俗
学
成
立
極
初
期
か
ら
大
い
な
る
注
目
を
集
め
て

い
た
奥
三
河
の
花
祭
に
つ
い
て
史
料
調
査
を
含
む
実
地
踏
査
を
踏
ま
え
て
中

世
ま
で
の
無
理
の
な
い
歴
史
的
遡
源
見
通
し
を
含
む

革新
的
考
察
結
果
を
公

,:
9
9
ぐ

表
し
て
い
た
武
井
正
弘
氏
の
学
者
的
蘊
奥
の
片
鱗
を
示
す
「
タ
マ
フ
リ
儀
礼

と
神
話」
（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞」
四
ニ
ー―
二）
以
降
絶
え
た
よ
う
で
あ

る。だ
が、
だ
か
ら
と
言
っ
て、
タ
マ
フ
リ
解
が
そ
の
姿
を
消
さ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
確
か
な
理
由
が
釈
然
と
語
ら
れ
た
か
と
言
え
ば
必
ず
し
も
そ
ん
な
こ
と
は

な
く、
大
古
典
叢
書
注
釈
上、
た
だ
姿
を
消
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る。

そ
の
理
由
は、
わ
か
る
人
間
に
は
わ
か
る
の
か
も
し
れ
な
い
が、
傍
目
か

ら
見
れ
ば、
理
由
も
な
く
た
だ
消
さ
れ
た
だ
け
に
し
か
見
え
な
い。
そ
れ
は、

破

素
人
は
た
だ
専
門
家
の
見
解
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
れ
ば
好
い
と
い
う
傲
慢
で

は
な
く、
単
に
見
開
き
に
説
明
を
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
枠
の
制
約
か
ら

来
る
説
明
ス
ペ
ー
ス
の
不
足
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
が、
少
な
く
と
も
説

明
沢
任
（
カ
レ
ル・
ヴ
ァ
ン・
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン）
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い。

だ
が、
説
明
な
し
に
行
わ
れ
る
選
択
は、
そ
の
選
択
に
対
す
る
反
証
を
も

不
可
能
な
も
の
に
す
る。
反
証
可
能
性
は
学
問
（
科
学）
の
重
要
な
資
格
で

あ
る
（
ポ
バ
ー）。
説
明
な
し
の
解
釈
択一
主
義
は、
万
葉
学
の
学
問
性
（
科

学
性）
を
減
少
さ
せ
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。

先
の
壮
観
が
説
明
ス
ペ
ー
ス
の
不
足
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推

測
に
は、
根
拠
ら
し
き
も
の
が
あ
る。
平
成
十
年一
月、
伊
藤
博
「
万
葉
集

釈
注」
（
第
八
巻）
に
は
両
説
並
記
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る。

（
ま
ず
「
あ
な
た
の
お
心
は、
朝
な
夕
な
に
こ
の
身
に
頂
い
て
お
り
ま

す
が」
と
す
る
「
た
ま
ふ」
下
二
段
活
用
動
詞
「
賜
ふ
れ
ど」
訳
を
記

し
た
後
で
1
山
本
注）
も
っ
と
も、
初
句
の
「
魂」
の
語
源
は
「
魂
盲

ひ」
（
魂
の
不
全
と
な
っ
た
状
態）
に
あ
る
と
し
て、
ま
た、
第
三
句

の
「
た
ま
ふ
る」
は
「
魂
振
る」
（
魂
の
遊
離
す
る
の
を
鎮
め
る•
生

命
力
を
増
強
す
る）
の
意
で
あ
る
と
し
て、
「
揺
ら
ぐ
魂
は
朝
な
夕
な

に
鎮
ま
り
安
ら
ぐ
よ
う
（
布
い
立
つ
よ
う）
に
し
て
い
ま
す
が」
と
い

う
よ
う
に
解
す
る
説
（
神
田
秀
夫
「
み
そ
ぎ
の
周
辺」、
伊
藤
博・
渡

瀬
昌
忠
絹、
石
井
庄
司
博
士
喜
寿
記
念
諭
集
「
上
代
文
学
考
究」
塙
書
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房、
昭
和
五
十
三
年）
も
あ
り、
こ
れ
で
も
意
は
よ
く
通
じ
る。

た
だ、
（
中
略。
「
日
本
歯
紀」
古
訓
（
三
例）、
石
山
寺
本
「
大
唐

西
域
記」
長
寛
点
（一
例）、「
倭
名
類
緊
抄
j

（一
例）、『
類
漿
名
義
抄
j

（
九
例）
に
織
性・
紐・
神
色、
心、
魂、
映・
識・
性・
神・
精・

精
霊・
霊•
閲・
魂
眺
を
タ
マ
シ
ヒ
と
訓
む
こ
と
を
紹
介
し
た
上
で、

—山
本
注）
語
源
は
と
も
か
く
も、
タ
マ
シ
ヒ
を
自
分
の
不
安
な
心
情

に
限
定
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
伴
う。
こ
こ
は、
「
タ
マ
シ
ヒ
ト
ハ、

思
ヒ
オ
コ
ス
ル
心
サ
シ
ナ
リ」
（「
万
葉
代
匠
記
j

精
撰
本）
と
い
う
簡

潔
な
解
で
充
分
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
（
三
0
九
頁）

こ
の
両
説
並
記
が
示
し
て
い
る
の
は、
結
果
と
し
て
下
二
段
頂
戴
説
が
採

択
さ
れ
る
に
し
て
も、
タ
マ
フ
リ
説
が
ど
の
程
度
い
け
な
い
の
か、
な
ぜ
い

け
な
い
の
か、
少
な
く
と
も
そ
の
説
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
度

に
は、
む
げ
に
無
視
さ
れ
て
好
い
説
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。

そ
れ
で
は
タ
マ
フ
リ
説
の
何
が
い
け
な
か
っ
た
の
か、
こ
れ
ま
で
に
示
さ

れ
た
手
が
か
り
に
よ
っ
て
推
最
を
試
み
る。

た
ま
ふ
（
下
二
段
活
用）

苺
者
が
卑
者
に
物
を
与
え
る
こ
と
を
表
す

四
段
の
タ
マ
フ
に
対
し
て、
同
じ
こ
と
を
卑
者
の
側
か
ら
物
を
受
け
取

る
よ
う
に
表
す
も
の。
い
た
だ
く。
飲
食
に
つ
い
て
言
う
こ
と
が
多
い。

（
用
例
略。
万
葉
集
巻
十
四・
三
四
三
九、
三
八
詔、
四
六
詔。
ー
山

本
注）
ご
く一
部
の
注
釈
を
除
け
ば
皆
鎮
魂
の
「
魂
振
り」
だ
と
行
き

過
ぎ
だ
開
飛
を
な
す
と
こ
ろ
の
「
魂
は
朝
夕
に
多
麻
布
礼
ど
あ
が
胸
痛

し
恋
の
繁
き
に」
（
巻
十
五・
三
七
六
三）
も
「
あ
が
主
の
御
魂
賠
ひ

て
春
さ
ら
ば
奈
良
の
都
に
喫
上
げ
た
ま
は
ね」
（
巻
五・
八
八
二）
よ

か
恩
え
ば 、
当
然
こ
の
タ
マ
フ
（
下
二）
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る。

万
葉
に
は
単
独
用
法
し
か
見
ら
れ
な
い
が、
こ
れ
を
補
助
動
詞
的
に
用

い
た
の
が
例
の
祝
詞
や
宣
命
に
頻
出
す
る
（
後
略。
用
例
祈
年
祭、
一

詔、
三
三
詔、
中
臣
寿
桐。

—山
本
注）
（「
万
葉
集
砥
要
栢
句
の
詳
解」

木
下
正
俊
氏
担
当
項、
「
国
文
学
解
釈
と
毀
痰」
一＿＿
o
-

昭
和
三
十

六
年
春
の
臨
時
増
刊

万
葉
集
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク、
二
六
ー
ニ、
昭
和―――

十
六
年
二
月。
傍
点
山
本。
以
下
同
様。）

こ
こ
に
鎮
魂
タ
マ
フ
リ
解
は
「
行
き
過
ぎ
た
解
釈」
だ
と
あ
る。
だ
が、

そ
れ
は
単
に
万
菜
語
法
専
門
家
の
診
断
結
果
が
下
さ
れ
た
だ
け
で、
こ
こ
に

ィ
・
9

7

9

1

ム

ド
・
コ
ン

七
ン

ト

説
明
に
よ
る
同
意
と
言
う
べ
き
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い。

「
鎮
魂
招
魂
す
る
こ
と
を
「
ミ
タ
マ
フ
リ」
と
言
ふ
か
ら、
「
タ
マ
フ
ル」

と
い
う
動
詞
も
存
し
た
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ら
う」
（
土
屋
文
明
「
万
菜
集

私
注
j

昭
和
五
十
二
年）
と
す
る
タ
マ
フ
リ
解
の
ど
こ
が
「
行
き
過
ぎ」
な

の
で
あ
ろ
う。
「
行
き
過
ぎ」
と
は
何
を
首
わ
ん
と
す
る
も
の
な
の
か。
万

葉
専
家
に
は
こ
れ
だ
け
で
共
通
理
解
が
生
じ
る
の
か。
紫
人
た
る
者、
置
き

去
り
に
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る。

ぉ‘夕
で
畢
純
に
考
え
る
と、
下
二
段
頂
戟
解
に
は
他
の
用
例
ら
し
き
も
の

が
あ
り、
鎖
魂
タ
マ
フ
リ
解
に
は
動
詞
「
タ
マ
フ
ル」
の
他
例
が
な
い
か
ら

「
行
き
過
ぎ」
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か。
専
家
は
も
と
よ
り
そ
ん
な
単
純

な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が、
仮
に
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
と
す
れ
ば、
そ
れ

に
関
し
で
ば‘
類
獣
を
含
む
た
か
だ
か
四
千
五
百
首
強
の
韻
文
中
に
森
羅
万
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身
に
感
じ
て
い
ま
す
が

わ
た
し
は
胸
が

象
が
蔵
さ
れ
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
し、
用
例
が
見
出
さ
れ
る
／
た
ま
た
ま

見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
解
の
真
偽
は
別
問
題
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の

み
で
あ
る。

ま
た、
三
七
六
三
歌
の
「
た
ま
ふ
れ
ど」
に
関
し
て、
八
八
二
番
歌
「
ょ

り
恩
え
ば、
当
然」
と
言
わ
れ
る
が
（
こ
れ
を
参
考
す
る
の
は
す
で
に
「
万

葉
集
略
解」
に
も
見
え
て、
大
系
以
後、
全
集、
新
編
全
集、

新
大
系
と
主

．
な
大
古
典
叢
宵
注
釈
に
も
ひ
き
つ
が
れ
る
も
の
で
あ
る
が）、
八
八
二
番
歌

の
場
合、
下
位
に
あ
る
筑
前
国
司
山
上
憶
良
が、
大
納
言
と
し
て
帰
京
す
る

大
伴
旅
人
に、
自
分
も
帰
れ
る
よ
う
そ
の
引
き
立
て
を
懇
願
す
る
の
で
あ
っ

たi

て、
御
心
を
い
た
だ
く
（「
御
霊」
を
「
賜
ふ」）
と
い
う
事
態
の
理
解
に
何

ら
の
困
難
も
な
い
の
で
あ
る
が、
問
題
の
三
七
六
三
歌
の
場
合
そ
う
は
い
か

な
い。
前
後
の
歌
か
ら
見
て
娘
子
は
旅
中
の
男
の
こ
と
を
恋
う
て
歌
う。
そ

あ

し

た

ゆ

ふ
へ

に

の
場
合、
下
二
段
頂
敢
説
の
決
定
的
難
点
が
二
句
「
安
之
多
由
布
倣
か」
に

生
じ
る
で
あ
ろ
う。

柑
離
れ
た
状
態
に
あ
る
男
か
ら
女
が
朝
夕
に
魂
を
い
た
だ
く・
頂
猷
す
る

と
は
1

体
何
が
起
き
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
し
て、
万
莱
専
家
は
そ

れ
に
つ
い
て
説
明
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か。

前
引
「
た
ま
ふ」
項
を
執
筆
し
た
木
下
正
俊
氏
も
加
わ
る
日
本
古
典
文
学

全
集・
同
新
編
で
見
て
み
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る。
引
用
は
全
集
（
昭
和

五
十
年
初
版、
昭
和
六
十
年
第
十
三
版）。
傍
記
し
た
の
が
新
絹
全
集
（
平

成
八
年）
に
お
け
る
変
更
点
で
あ
る。

お
気
持
は

朝
夕
い
つ
も

く
て
な
り
よ
せ
ん

痛
い
の
で
す

恋
が
絶
え
な
い
の
で

語
注
は
「
魂」
と
「
賜
ふ
れ
ど」
に
つ
い
て
記
さ
れ、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う

で
あ
る
(
X
を
傍
記
し
た
箇
所
は
新
編
全
集
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
文
字
を

表
す）。

x

x

x

の

x

x

慣

x

x

x

魂
ー
こ
こ
は
相
手
宅
守
が
作
者
娘
子
を
思
う
真`
心
を
さ
す。

戯
す
る

動
"

賜
ふ
れ
ど
i
賜
フ
レ
は、
頂
く
意
の
謙
譲
語
下
二
段
賜
フ
の
已
然
形。

X

翼

Eい

は
"
~"
＂
巾

"

日
夜
相
手
の

愛
情
の
深
さ
を
感
応
し
て
は
い
る
が。

山t"n
がî
n
Rと
な
っ
て
大

席
を
戴
れ
る

大ーJAE
閃
っ
た
歌
に

あ

わ
し

飼
た
玄

賜
フ
の
性
格
は
異
な
る
が、
「
我
が
主
の
み
霊
賜
ひ
て」
（
八

n
が

る

が
、

そ
の
重
_
"
7
を

＾t＂

↑中
心
に
公
べ
た
衣
覆．

八
二）
と
い
う
例
も
あ
っ
た。

こ
こ
に
は
真
心
（
あ
る
い
は
真
惰）
を
朝
夕
（
四
六
時
中）
に
感
応
感
得

す
る
と
言
う
が、
で
は一
体
具
体
的
に
は
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か。
ど
う
す
れ
ば
相
離
れ
た
恋
人
の
真
情
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
か。
こ
れ
は
語
を
「
賜
ふ
れ」
と
認
定
し
て、
そ
れ
が
何
を
意

味
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
解
説
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。

他
の
大
古
典
叢
害
の
解
も
こ
こ
に
参
考
し
て
み
る
と、
大
系
（
昭
和
三
十

七
年
第一
刷、
昭
和
四
十
三
年
第
八
刷）
で
は
「
タ
マ
シ
ヒ」
と
訓
む
漢
字

を
「
倭
名
類
衆
抄」
H

類
衆
名
義
抄」
か
ら
紹
介
し
（
て、
澤
潟
氏
「
注
釈』、

前
掲
伊
藤
氏
『
釈
注」
の
先
樅
と
な
り）、
「
タ
マ
シ
と」
の
語
の
確
実
な
用

例
は
万
薬
集
中
に
こ
の
例
し
か
な
い
こ
と
を
言
い、
「
賜
ふ
れ
ど」
に
「
鎖

魂
祭
の
祈
祗
を
す
る
が」
「
魂
代
（
お
そ
ら
く
は
衣）
を
振
り
動
か
し
て
元

気
を
つ
け
る
が」
「
頂
載
す
る
け
れ
ど」
な
ど、
諸
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
巻
五、

八
八
二
の
「
吾
が
主
の
御
霊
賜
ひ
て」
の
例
か
ら
し
て
当
時
「
相
手
の
魂
を
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．

頂
く」

と
い
う
考
え
方
が
行
わ
れ
て
お
り、

タ
マ
フ
の
下
二
段
活
用
の
例
が

前
掲
巻
十
四、

三
四
三
九
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る。

が、

こ
こ
で
も

ひ
き
つ
づ
き
「
大
意」

が
「
あ
な
た
の
魂
は
朝
な
夕
な
に
頂
い
て
い
ま
す
が、

私
の
胸
は
痛
み
ま
す。

恋
の
思
い
が
し
き
り
な
の
で
。
」

で
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
だ
け
で、

古
代
人
が
一

体
ど
の
よ
う
に
し
て
恋
人
の
魂
を
朝
な
タ

な
頂
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
専
家
の
見
解
を
教
示
し
て
も
ら
う
こ

．

と
は
で
き
な
い
。

新
大
系
（
平
成
十
四
年）

も
「
第
三
句
の
解
釈
に
は
詣
説
が
あ
る」

こ
と

を
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
っ
た
上
で
「
万
葉
集
略
解
l

の
「
男
の
魂
を
ば
吾
に
そ

へ
た
ま
へ
れ
ど
も
の
意」

と
取
る
説
「
に
従
う」

と
言
う。

や
は
り、

で
は、

何
が
ど
う
な
れ
ば
「
男
の
魂」

が
女
に
「
そ
ふ
」

こ
と

に
な
る
の
か
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が、

狭
い
脚
注

ス
ベ
ー
ス
に
わ
ざ
わ
ざ
「
諸
説
が
あ
る」

と
だ
け
酋
う
こ
の
姿
勢
は、

こ
こ

の
解
釈
が
容
易
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い、

と
い
う
こ
と
を
読
者
に
伝

え
る
も
の
と
言
う
べ
く、
「
略
解
j

の
解
「
に
従
う」

と
い
う
言
い
ぶ
り
も

そ
の
説
の
採
択
が
消
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か。

要
す
る
に、

ど
の
よ
う
な
擬
制
に
よ
っ
て
「
男
の
魂」

が

女
に
「
そ
ふ
j

こ
と
に
な
る
の
か
は、

わ
か
ら
な
い、

と
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
な
お、

新
大
系
の
注
は
こ
れ
に
と
ど
ま
る
わ
け
で

は
な
く、

参
考
歌
巻
五
の
八
八
二
に
つ
い
て
漢
語
の
類
似
表
現
を
指
摘
し
た

こ
と
に
つ
い
て
の
参
照
指
示
を
記
す）
。

新
大
系
『
万
薬
集』

は、

同
シ
リ
ー
ズ
刊
行
開
始
直
前
に
配
布
さ
れ
た
バ

｀
？
 

ン
フ
レ
ッ
ト
で
見
る
と
佐
竹
昭
広
・

山
田
英
雄
の
二
氏
に
よ
る
国
文
歴
史
の

緊
密
な
協
拗
注
釈
が
う
た
わ
れ
て
お
り、

佐
竹
氏
は
同
シ
リ
ー
ズ
刊
行
開
始

一

年
後
の
座
談
会
（「
研
究
の
対
象
と
し
て
の
文
学」
『
文
学」

季
刊
第
一

巻
・

第
一

号
一

九
九
0
年
冬、

平
成
二
年
一

月。

同
シ
リ
ー
ズ
『
万
葉
集』

刊
行

開
始
九
年
前）

に
お
い
て

研
究
が
進
む
と
い
う
こ
と
は、

事
が
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
だ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う。

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
増
え
て
く
る
こ
と
も
進
歩
で
し
ょ

う。
（
大
系
と
新
大
系
と
の
間
で
『
万
葉
集」

研
究
が
そ
ん
な
に
進
ん

で
い
る
も
の
か
と
の
憐
疑
的
発
言
も
あ
る
が、

ー
山
本
注）

そ
う
い
う

形
で
は
随
分
進
ん
で
き
た
と
は
思
い
ま
す
よ。
（
一
ー

頁）

注
釈
書
と
い
う
も
の
は、

商
品
と
し
て
は
読
め
た
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も、

本
当
は
ま
す
ま
す
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
よ、

と
い
う
こ
と
も
伝
え
た
い
。
（
同）

と
発
言
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る。

同
座
談
会
の
益
田
勝
実
氏
発
言

に
よ
れ
ば、

佐
竹
氏
は
全
集
注
釈
共
同
担
当
時
に
も

こ
の
項
も
未
詳、

こ
の
項
も
未
詳
と
書
く、

そ
う
す
る
と
本
屋
さ
ん
の

ほ
う
は、

未
詳
ば
っ
か
り
の
頭
注
や
脚
注
で
は
売
り
も
の
に
な
ら
ん
か

ら
（
笑
い）

何
か
い
ま
ま
で
の
人
の
業
績
で
ほ
ぼ
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
を
街
い
て
く
れ
と
い
う、

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
書
く
の
は
鎌
だ
と
い

こ
と
を
言
っ
て
い
た
ら
し
い
。

一

方`

集
成
（
昭
和
五
十
七
年）

は、

大
古
典
叢
由
注
釈
の
中
で
は
唯
l
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懇
切
に
こ
の
擬
制
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
説
明
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
る。

集
成
は
魂
に
つ
い
て
語
注
で

遊
離
魂。
思
い
が
強
け
れ
ば
身
を
出
て
通
う
と
さ
れ
た。

と
し、
歌
の
意
味
も

、
、
、
、
、
、
、
、

あ
な
た
の
深
い
お
心
は、
朝
な
夕
な
に
こ
の
身
に
通
っ
て
き
て
い
た
だ

、
、

．
．
い
て
お
り
ま
す
が、
そ
れ
で
も
私
の
胸
は
荊
み
ま
す。
途
い
た
い
苦
し

さ
が
し
き
り
に
身
を
貨
め
て。

と
し
て、
こ
の
解
釈
挿
添
に
よ
っ
て一

瞬事
態
は
は
っ
き
り
し
た
よ
う
に
思

わ
れ
た
の
で
あ
る
が、
し
か
し
今一
度
気
を
落
ち
洛
か
せ
て
よ
く
考
え
て
み

る
と、
夢
に
現
れ
る
わ
け
で
も
な
く
朝
な
夕
な
に
遊
離
魂
が
通
っ
て
き
て
い

る
と
ど
の
よ
う
に
し
て
知
党
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か。

右
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
事
態
も、
や
は
り

最
初
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
混
迷
の
ま
ま
に
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は

自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る。

さ
き
に
本
歌
の
「
た
ま
ふ
れ」
解
が
い
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は

・
な
い
か
と
感
得
さ
れ
る
根
拠
ら
し
き
も
の
と
し
て
示
し
た、
両
解
を
並
記
す

る
「

釈
注
J

(
平
成
十
年）
は、
右
の
集
成
に
も
参
加
さ
れ
て
い
た
伊
藤
博

氏
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る。
『
釈
注」
の
釈
文
な
ら
ぴ
に
器
注
は
お
の
ず

か
ら
右
集
成
の
詳
説
の
体
を
な
す。

、
、
、
、
、

・

魂

遊
離
魂
を
い
う
と
思
わ
れ
る。
（
三一
三
頁
語
注）

．

し
か
し、
「

釈
注
j

は
「
賜
ふ
れ
ば」
に
つ
い
て
直
訳
的
で、
集
成
の
ご

と
く
に
「
通
っ
て
く
る」
と
ま
で
は
言
わ
な
い
の
で、
そ
の
点
に
つ
い
て
は

一
歩
身
を
退
い
た
も
の
と
言
え
る。

あ
な
た
の
お
心
は、
朝
な
夕
な
に
こ
の
身
に
頂
い
て
お
り
ま
す
が、
そ

れ
で
も
私
の
胸
は
痛
み
ま
す。
逢
い
た
い
思
い
の
激
し
さ
に。

だ
が、
釈
文
中
に
は
補
説
が
含
ま
れ
る。

こ
の
歌
は、
古
代
に
「
魂
合
ひ」
（
遊
離
魂
がー
つ
に
な
る）
の
信

仰
が
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
る。
相
手
を
思
う
心
が
強
け
れ
ば、
魂
は
身

を
出
て
通
い
合
い
交
情
が
成
立
す
る
と
す
る
考
え
で
あ
る。
こ
の
類
は、

す
で
に
12
三
0
0
0、
13
三
二
七
六、
14
三
三
九一
I一
に
あ
っ
た。

今、
「

釈
注」
に
よ
っ
て一＿＿
歌
を
見
よ
う。

―

―1
0
0
0

魂
合
へ
ば

相
寝
る
も
の
を

小
山
田
の

鹿
猪
田
守

2
ょ

も

る
ご
と

母
し
守
ら
す
も

今
ょ

、”

ー
に
は
「
母
が
守
ら
し
し」
と
い
ふ

魂
合
者

相
宿
物
乎

小
山
田
之

鹿
猪
田
禁

如

母
之
守
為
裳

．

一
云

母
之
守
之
師

し
も

e
2

"

う
つ
く

づ
2

百
足
ら
ず

山
田
の
道
を

波
裳
の

愛
し
要
と

語

＊

 

ら
は
ず

別
れ
し
来
れ
ば

早
川
の

行
き
も
知
ら
ず

衣
手
の

帰
り
も
知
ら
ず

馬
じ
も
の

立
ち
て
つ

せ

ま
づ
き

為
む
す
ぺ
の

た
づ
き
を
知
ら
に

も
の
の

ふ
の

八
十
の
心
を
天
地
に

思
ひ
足
ら
は
し

如
含
は
ば

m
来
ま
す
や
と

和
が
嘆
く

ん
忠
の
嘆

た
9
U
こ

と

玉
梓
の

立
ち
留
ま
り

何
か
と

二
七
六

道
来
る
人
の
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三
三
九一――

知
ら
に

守し筑？云
れ 波u而
ど 嶺u
も の

乎
豆
毛
許
能
母
か

を
て
も
こ
の
も
に

た
9

あ

魂
ぞ
合
ひ
に
け
る

し
り
へ

す

守
部
据
ゑ

波
播

母
い

君
待
吾
乎

足
日
木
能

山
従
出

月
待
跡

人
者

君
名
日
者

色
出

人
可
知

者 玉
相
者玉

袢
乃答

迅

散
釣
相

立
留

何
常
問

為
須
部
乃

八
十
乃
心
叫

君
来
益
八
跡

吾
嵯

八
尺
之
嵯

念
足
橋

百
不
足

語

別
之
来
者

衣
袂
笑

反
裳
不
知

山
田
道
乎

波
雲
乃

速
川
之

馬
自
物

愛
要
跨

不

は
言
ひ
て

や

問
は
ば

答
へ
遣
る

＆
み

な

ふ

君
が
名
言
は
ば

あ
し
ひ
き
の

月
待
っ
と

人
に

色
に
出
で
て

た
づ
き
を
知
ら
に＂と人

知
り
ぬ
べ
み

山
よ
り
出
づ
る

わ
れ

君
待
っ
我
を

田
付
乎
白
粉

天
地
ニ

道
来
人
乃田

付
乎
不
知

往
文
不
知

立
而
爪
衝

物
部
乃

筑
波
祢
乃

毛
利
畝
須
恵

已
毛
礼
抒
母

多
麻
曽
阿
比
が
家
留

な
お 、
右 、
三
二
七
六
番
歌
は
『
釈
注」
に 、
も
と
改
行
ま
で
は
し
な
い

が 、
伊
藤
氏
の
釈
文
に
も 、
前
半
の
終
わ
り
六
句
「
為
む
す
べ
の
た
づ
き
を

も
の
の
ふ
の
八
十
の
心
を

天
地
に
思
ひ
足
ら
は
し」
が 、
改
行

に

さ
丹
つ
ら

前
と
改
行
後
の
双
方
で
意
味
を
持
ち 、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
前
半
と
後
半
は

つ
な
が
れ
は
す
る
も
の
の 、
前
半
が
旅
に
出
た
夫
が
残
し
て
来
た
要
に
う
し

ろ
嬰
を
引
か
れ
て
進
み
も
や
ら
ぬ
悲
し
み
を
述
べ 、
後
半
が
夫
の
訪
れ
を
待

ち
か
ね
る
女
の
苦
し
み
を
述
ぺ
る
と
い
う
二
部
の
分
離
は
お
お
い
が
た
く 、

結
局
前
半
と
後
半
は
直
接
の
関
連
を
持
た
な
い
別
々
の
歌
が
つ
な
ぎ
合
わ
さ

れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で 、
今
仮
に
改
行
し
て
示
す
こ
と

に
し
た 。

右 、
三
歌
は
結
局
「
魂
J

が
「
合
ふ」
と
い
う
こ
と
の
用
例
で
は
あ
る
が 、

そ
れ
ら
の
用
例
は
全
て 、
ぴ
た
り
と
気
持
ち
が
合
う
と
の
み
で
も
そ
の
解
釈

に
困
難
は
な
く 、
こ
れ
ら
の
歌
の
内
容
が
「
魂
合
ひ」
な
る
事
象
の
擬
制
の

仕
組
を
説
明
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
く 、
そ
れ
ど
こ
ろ
か 、
名
詞
と
動
詞

と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る一
状
態
に
す
ぎ
な
い
も
の
が 、
こ
れ
ら
の
歌
の
観

察
者
伊
藤
他
氏
に
よ
っ
て
「
魂
合
ひ」
な
る一
概
念
に
昇
格
さ
れ、
そ
の
意

味
内
容
も
伊
藤
氏
に
よ
っ
て
仮
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
の
次
第
は 、
比
較

的
紫
人
の
眼
に
は
は
っ
き
り
見
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う 。

ま
た 、
「
魂」
が
「
合
ふ」
と
い
う
単
語
を
す
ら
使
用
す
る
こ
と
の
な
い 、

問
題
の
三
七
六
七
番
歌
に
こ
の
「
魂
合
ひ」
な
る
概
念
を
持
ち
込
ん
で
好
い

と
い
う
判
断
も 、
持
ち
込
む
と
い
う
そ
の
操
作
も
（
こ
れ
ら
は
伊
藤
氏
以
前

ー
澤
浪
氏
「
注
釈
j

以
前

ー
か
ら
あ
る
考
え
を
徴
調
整
し
採
用
し
た
こ

と
で
あ
る
に
も
せ
よ 、）
観
察
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る 。

さ
き
に
第
三
句
の
解
の
不
定
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
し
た
新
大
系

偵
注
に
は
そ
の
前
に
初
句
に
つ
い
て
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初
句
原
文
の
「
多
麻
之
比」
は、
こ
の
語
を
仮
名
柑
き
す
る
古
い
例
と

し
て
は
唯一
の
も
の。

と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
た
（
な
お、
こ
の
こ
と
澤
潟
氏
「
注
釈
j

に
も
既
に

記
す）。

こ
れ
は
弥
関
念
押
し
の
語
気
に
思
え
る。

思
う
に、
他
に
見
え
ぬ
タ
マ
シ
ヒ
の
栢
を
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
使
用
す
る
意

．
味
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

こ
ろ
で
あ
り
な
が
ら、
他
に
こ
の
語
の
確
た
る
使
用
例
が
な
い
た
め
に
そ
れ

が
「
わ
か
ら
な
い」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う。

こ
の
歌
が
か
か
え
る
孤
例
は
こ
の
タ
マ
シ
ヒ
だ
け
で
は
な
か
っ
た。
さ
き

に
見
た
よ
う
に
タ
マ
フ
レ
も
ま
た、
あ
る
い
は
孤
例
で
あ
る
可
能
性
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
っ
た。

こ
の
歌
に
は、「
タ
マ
合
ひ」
で
は
な
い
「
タ
マ
シ
と」
の
「
ク
マ
フ
レ」

．
と
表
現
さ
れ
る
固
有
の
意
味
が
あ
り
得
る。
そ
し
て
神
な
ら
ぬ
身
の
知
る
よ

し
も
な
し、
人
の
子
に
と
っ
て、
こ
れ
を
「
魂
合
ひ」
と
見
る
の
が
正
し
い

の
か、
そ
れ
と
関
係
が
な
い
と
見
る
の
が
正
し
い
の
か、
判
断
の
根
拠
は
ど

こ
に
も
な
い
と
見
る
の
が
正
解
で
あ
ろ
う。

『
万
葉
集」
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
実
相
が
率
直
に
反
映
さ
れ
示
さ
れ
る
た
め

に、
注
釈
の
解
釈
は
本
当
は
容
易
に
択一
さ
れ
て
は
い
け
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る。
前
掲
の
季
刊

「文
学」
の
座
談
会
「
研
究
の
対
象
と
し
て
の
文
学」

に
お
い
て
益
田
勝
実
氏
は
言
う。

本
当
は
佐
竹
流
に、
未
詳
だ
ら
け
の
注
釈
が
で
き
た
ほ
う
が、
二
十
世

紀
後
半
の
仕
事
と
し
て
は
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
ね。
で

き
れ
ば、
な
ぜ
未
詳
に
な
っ
た
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
ま
で
歯
い
て
あ
れ

ぱ
い
い
の
ね。
(1
0
,
―
―
頁）

本
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
其
摯
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が、
そ
れ
に
し
て
も

万
葉
時
代
か
ら一
千
年
も
の
時
を
隔
て、
社
会
制
度
す
ら
大
変
転
を
遂
げ
た

末
の
江
戸
時
代
の
庶
民
が、
注
釈
を
記
し．
自
分
た
ち
な
り
の
ア
イ
デ
ィ
ア

を
示
し
た
の
で
あ
る。
ま
た、
万
葉
か
ら
そ
れ
以
上
の
時
代
を
隔
て
た
折
口

信
夫
と
て
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う。
わ
れ
わ
れ
も
わ
れ
わ
れ
な
り
に
可
能
な
限

り
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
示
し
て
み
て、
そ
れ
が
是
々
非
々
自
由
な
訊
論
の
俎
上

に
の
り、
脈
の
あ
る
も
の
な
ら
並
記
注
釈
さ
れ
て
行
け
ば
好
い
こ
と
で
あ
ろ

、
つ。タ

マ
シ
ヒ
が
孤
例
で
あ
る
こ
と
を
頂
視
し、
そ
の
こ
と
に
応
じ
て
「
タ
マ

フ
レ」
も
ま
た
孤
例
で
あ
っ
た
と
の
想
定
の
下、
私
案
を
試
記
す
る。
し
た

が
っ
て、
こ
れ
は
他
の
解
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
意
図
の
も

の
で
は
な
い。

た
9

L

さ
き
に
伊
藤
氏
「
釈
注
l

が
紹
介
し
て
い
た
「「
魂」
の
語
源
は
「
魂
盲
ひ
J

K'
 

（
魂
の
不
全
と
な
っ
た
状
態）
に
あ
る」
と
す
る
神
田
氏「
み
そ
ぎ
の
周
辺」

も
こ
の
タ
マ
シ
ヒ
の
仮
名
琲
き
例
が
こ
れ―
つ
で
あ
る
と
し
た
澤
潟
氏
「
注

釈」
の
記
述
を
重
視
し
て
タ
マ
シ
ヒ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
も
の
で
あ
る。

神
田
氏
は
シ
ヒ
の
部
分
に
関
し
て、
「
目
し
ひ」
「
耳
し
ひ」
の
「
し
ひ」

急
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と
同
じ
も
の
と
い
う
「
仮
説」
を
立
て
た。
こ
れ
ら
の
「

し
ひ」
は
「
し
ふ」

（
不
具・
廃
疾
に
な
る。
感
覚
を
失
う。
「
時
代
別
国
語
大
辞
典」
上
代
篇）

と
い
う
四
段
動
詞
の
名
詞
形
で
あ
る。

こ
の
タ
マ
シ
ヒ
神
田
解
の
結
論
を
「
魂
の
不
全
と
な
っ
た
状
態」
と
表
現

．
ヽ
ヽ
、
、
、

し、
ま
た
「
タ
マ
シ
ヒ
を
自
分
の
不
安
な
心
情
に
限
定
す
る」
と
表
現
し
た

の
は
実
は
伊
藤
氏
で
あ
る。
と
言
う
の
も
実
は
神
出
原
論
文
で
は
か
な
り
大

．

き
く
表
現
な
ら
び
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る。
（
今
神
田
秀
夫
論
稿

カ

集一
「
束
か
ら
見
た
河
と
江
と」
（
明
治
書
院、
昭
和
五
十
八
年）

所
収
に

よ
っ
て
引
用
す
る。）

「

た
ま」
が
「
し
ひ」
た
状
態
に
な
る
こ
と
は、

箇
時
計
の
秒
針
が
示

し
て
ゆ
く、
そ
の
秒
刻
の
音
を、
い
つ
ま
で
も
聴
い
て
ゐ
よ
う
と
す
る

と、
ふ
っ
と、

き
こ
え
な
く
な
る
時
が
必
ず
来
る
こ
と
で、
い
つ
で
も

、
、
、

実
験
で
き
る。
わ
れ
わ
れ
の
注
意
の
集
中
力
に
は
限
界
が
あ
る、

必
ず

盲
点
を
生
ず
る
（
九
0
頁）

神
田
氏
の
考
え
に
よ
れ
ば、
「
た
ま
し
ひ」
は
「

年
中、

充
実
な
ど
し
て
ゐ

る
も
の
で」
（
傍
点
原
ノ
マ
マ）
は
な
く、
「
平
素
は、
そ
の
存
在
す
ら
忘
れ

て
ゐ
る
も
の
で
あ」
り、
「

「

た
ま
し
ひ」
は
平
紫
は
そ
の
感
覚
を
失
っ
た、

0
0
 

し
ひ
た
状
態
に
あ
る」。
「
何
か
あ
っ
た
時、
こ
れ
で
は
な
ら
ぬ
と
な
っ
て
は

じ
め
て
そ
の
存
在
を
自
党
す
る
も
の
が
「
た
ま
し
ひ」
で」
あ
る。

0
0
 

0
 0
 

三
七
六
七
の
「
魂
し
ひ
は
あ
し
た
ゆ
ふ
へ
に
魂
ふ
れ
ど
…
…」
は
「
魂

し
ひ」
が
「
魂」
の
無
感
覚
に
な
る
状
態
を
表
は
し
て
を
り`

平
安
朝

以
後
今
日
ま
で
観
念
さ
れ
て
来
た
や
う
に
「

魂
11
た
ま
し
ひ」
と
い
ふ

等
式
は
ま
だ
成
り
立
つ
て
ゐ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る。
敗
戦
直
後、「
虚

脱」
状
態
と
か
「
虚
脱」
感
と
か
い
ふ
こ
と
が
流
行
語
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
が、
あ
れ
も一
種
の
「
魂」
の
「
し
ひ」
で
あ
ら
う。
「
し
ひ」

た
か
ら
と
い
つ
て、
病
気
と
は
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
と
思
ふ。

こ
の
よ
う
に、
神
田
氏
は
明
ら
か
に
タ
マ
シ
ヒ
に
つ
い
て
二
つ
の
こ
と
を

述
べ
て
お
り、
神
田
氏
の
説
明
は
決
し
て
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
は
言
え
な

‘
�

〇

LV
 

、
、
、
、
、
、
、
、

結
局
神
田
氏
は
最
後
に
は
娘
子
が
無
感
宜
の
虚
脱
状
憩
（
魂
の
「

塊」
状

態）
に
陥
っ
て
い
る
の
を
「

た
ま
振
り」
行
為
に
よ
っ
て
魂
を
充
実
さ
せ
る

（
陽
気
を
与
え
て
充
実
し
た
「
魂」
状
態
に
す
る）
と
説
明
す
る
（
神
田
氏

は、

古
代
中
国
の、
魂・
塊
が
賜
陰
二
気
の
人
体
に
宿
る
も
の
と
す
る
説
明

の
上
に
立
っ
て
「
た
ま
振
り」
と
「

た
ま
し
ひ」
に
つ
い
て
考
え
て
い
る）

、
、
、
、
、

、

の
だ
が、
そ
の
説
明
と
そ
れ
以
前
に
行
わ
れ
た、
我
々
の
注
意
の
盲
点、

平

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

素
わ
れ
わ
れ
が
魂
の
存
在
を
感
じ
て
い
な
い
状
態
を
「
た
ま
し
ひ」
と
言
う

と
い
う
説
明
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か

i
な
わ
ち
我
々
は
タ
マ
シ
ヒ

状
態
を
虚
脱
状
態
と
見
る
べ
き
な
の
か、
平
素
の
状
態
と
見
る
べ
き
な
の
か、

神
田
氏
の
説
明
に
よ
っ
て
は
我
々
は
落
ち
着
き
先
の
な
い
宙
吊
り
状
態
に
さ

れ
て
し
ま
う、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い。

要
す
る
に、
さ
き
の
伊
藤
氏
の
首
い
換
え
に
は、
こ
の
わ
か
り
に
く
い
説

明
を
俗
耳
に
入
り
や
す
く
し
す
ぎ
た
掠
い
が
あ
る
の
だ
が、
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て、

神
田
氏
の
試
解
は、

魂
シ
ヒ
・
日
シ
ヒ
・
耳
シ
ヒ
の
シ
ヒ
が、

そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
働
か
な
い
状
態
を
示
し
て
い
る
と
い
う
理
解
を
示
唆
す
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タ
マ
の
機
能
が
働
い
て
い
な
い
状
態、
タ
マ
の
不
活
性
状
態
と
は
タ
マ
の

、
、
、

平
素
の
状
態、

タ
マ
が
凝
り
固
ま
っ
て
（「
シ
ヒ
ね」
と
は
こ
ぶ
の
こ
と
で

あ
る）、

遊
離
し
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か。

玉
は
平
素
こ
の
胸
の
中
に
あ
っ
て
振
れ
て
い
る。

そ
れ
は
胸
に
手
を
当
て

て
み
れ
ば
い
つ
で
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る。

．

死
ん
で
し
ま
っ
た
人
間
の
胸
に
手
を
当
て
て
み
て
も、

も
は
や
玉
は
振
れ

て
い
な
い。
玉
11
魂
は
胸
を
離
れ
て
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ。

あ
し
た

「
魂
シ
ヒ
は
朝
タ
へ
に
玉
振
れ
ど
吾
が
胸
痛
し

恋
ひ
の
繁
き
に」。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
言
う
と、

娘
子
の
心
臓
の
鼓
動
は
遠
く
離
れ

た
男
の
こ
と
を
恋
う
て
痛
い
ほ
ど
に
激
し
く
拍
っ
た
の
で
あ
っ
た。

（
注）
本
稿
は
タ
マ
フ
リ
を
平
安
時
代
に
定
着
し
た
鋲
魂
祭
と
の
関
連
で
見
な
い。

「
日
本
書
紀
j

天
武
天
皇
十
四
年
の
「
招
魂」
に
「
ミ
タ
マ
フ
リ」
と
振

っ
た
例
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
に
も
せ
よ、
江
戸
版
本
に
付
さ
れ
た
そ
の
フ

リ
ガ
ナ
が
ど
の
時
代
に
ま
で
遡
れ
る
も
の
か
未
詳
で
あ
る
し、
ま
た、
そ

の
「
招
魂」
の
呪
法
は
万
葉
時
代、
常
時
行
わ
れ
て
い
る
風
で
も
な
い
し、

さ
ら
に、
お
そ
ら
く
は
も
ろ
も
ろ
技
術
も
そ
ろ
い
が
ち
で
あ
ろ
う
天
旦
周

辺
で
行
わ
れ
た
「
招
魂」
の
呪
法
と
娘
子
の
「
タ
マ
フ
リ」
が
必
ず
同
じ

も
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら

で
あ
る。
な
お、
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
の
近
時
も
っ
と
も
砥
要
な、
看
過
す

べ
か
ら
ざ
る、
丹
念
な
史
科
確
認
を
踏
ま
え
た
実
証
的
か
つ
分
析
的
宗
教

史
学
研
究
は
渡
辺
勝
義
『
鋲
魂
祭
の
研
究」
（
名
著
出
版、
平
成
六
年）

で
あ
ろ
う
が、
新
嘗
祭
前
日
の
夕
刻
か
ら
執
り
行
わ
れ
る
鎮
魂
祭
で
鎮
め

る。

ら
れ
る
の
は
外
来
悪
霊
魂
で
あ
る
と
す
る。
同
様
の
想
定
は、
前
期
の
折

口
信
夫
に
も
見
え
て、
現
代
か
ら
中
世
へ
と
神
楽
を
遡
行
し
た
岩
田
勝
氏

が
折
口
説
を
も
っ
て
折
口
説
を
批
判
す
る
と
の
手
法
を
採
っ
た
「
天
石
窟

の
前
に
お
け
る
鎖
魂
の
祭
儀」
（
同
「
神
楽
新
考」
名
著
出
版、
平
成
四
年。

初
出
岩
田
勝
編
「
神
楽」
歴
史
民
俗
学
論
集一
、
名
著
出
版、
平
成
二
年）

で
も
す
で
に
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
し、
諏
訪
春
雄
氏
も
同
様
の

脈
絡
か
ら
前
掲
「
折
口
侶
夫
を
読
み
直
す」
（
平
成
六
年）
に
お
い
て
「
善

魂
と
悪
魂
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
て、
普
魂
だ
け
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
か」
（一
二
九
頁）
と
首
っ
て
い
た。

〈
主
嬰
参
照
研
究
文
献〉
（
本
文
に
記
し
た
も
の
を
の
ぞ
く）

山
田
既
兒
「
診
断
諸
法
と
「
虚」
の
病
理
学」
同
「
中
国
医
学
の
起
源」
岩
波
柑

店

平
成
十一
年

宮
家
準
「
修
験
道
の
災
因
論」
同
「
修
験
道
思
想
の
研
究
〈
増
補
決
定
版〉」
（
第

九
章
「
修
験
道
の
救
済
観」
第
二
節）
春
秋
社

平
成
十一
年

副
島
知一
記
述
「
鎖
魂
と
斎
戒
j

石
清
水
八
幡
宮
社
務
所

昭
和
二
十
五
年

副
島
広
之
「
あ
と
が
き」
副
島
知一
『
改
訂
鎮
魂
と
斎
戒」
京
文
社

昭
和
四
十

一
年

土
橋
寛
「
採
物
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義」
同
「
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究」
岩
波
杵

店

昭
和
四
十
年

|
「
d

見
るク
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義」
同
「
菰
葉
集
の
文
学
と
歴
史
j

土

橋
寛
論
文
集

上

塙
書
房

昭
和
六
十
三
年

|
「
霊
魂

I
そ
の
形
と
首
葉

�」
同
「
日

本古
代
の
呪
積
と
説
話
j

土
橋

寛
論
文
集

下

乎成
元
年

関一
敏
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム」
関一
敏・
大
塚
和
夫
組
「
宗
教
人
類
学
入
門
j

弘
文
党
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平
成
十
六
年

小
田
亮
「
呪
う」
同
右

佐
々
木
宏
幹
「
宗
教
人
類
学
の
流
れ
と
現
在」
佐
々
木
宏
幹・
村
武
精一
組

「宗

教
人
類
学

〈宗
教
文
化
を
解
読
す
る〉
j

新
曜
社

平
成
六
年

関一
紋
「
宗
教
人
類
学
の
視
覚
と
方
法」
同
右

井
桁
碧
「
宗
教
文
化
の
諸
形

悠—多
元
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
立
体
視」
同
右

上
杉
富
之
「
呪
街
と
社
会」
岡
右

マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
「
呪
術
の
一
般
理
論
の
素
描
J

(一
九
0
ニ
・
一
九
0
三）

同

「社
会
学
と
人
類
学j

1

弘
文
盆

昭
和
四
十
八
年

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
「
マ
ル
七
ル
・
モ
ー
ス
論

文集
へ
の

序文」

（一
九
五
0)

同右

大
形
徹
「
『儀
礼
j

凶
礼
と
魂
・
愧・
鬼・
神」
吾
要
瓜
ニ
・
ニ
閉
堂
善
弘
椙

閲
西
大
学
ア
ジ
ア
文

化交
流

研究
絞
刊
三

『東
ア
ジ
ア
の
儀
礼
と
宗
教」

雄

松
堂
出
版

平
成
二
十
年

|
「
「
儀
き

士
安
祖
の
「
復」
を
め
ぐ
っ
て
—
「
復」
は
罫
生
を
顧
う
儀
式

な
の
か」
「
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
j

二

関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研

究
セ
ン
タ
ー

平
成
十
九
年
三
月

．

小
南一

郎
「
漢
代
の
喪
葬
儀

礼ー
そ
の
字
宙
論

的構造
ー」

同
右

田
中
久
夫
「
刃
宮
考」

元
興
寺

文化
財
研

究所
椙
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
俗
と

宗
教」

吉
川
弘
文
館

昭
和
五
十
六
年

和
田
翠
「
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀・
信
仰』

上

塙杏
房

平成
七
年

武
井
正
弘
「
花
祭
の
世
界」
『
B
本
祭
祀
研
究

集成」
（
三

隅治
雄・

坪井洋
文
糧）

四

祭
り
の
甜
形
態
n

中
部・
近
畿
篇

名
若
出
版

昭
和
五
十
二
年

況訪
寿
雄
「
三
信
遠

花祭
り
の

基本構造」
岡
「
日
中
比

較芸
能
史j

吉
川
弘
文

館

平成
六
年

ひ
で
き

岡
山
大

学大
学

院社
会
文
化

科学
研
究
科

教授）

宮
家
準
「
招
説

修
験
辺
か
ら
宗
教
民
俗
へ」
五
来

頂著
作
集
五

「修
験
道
の
修

行
と
宗
教
民
俗」

法
蔵
館

平成
二
十
年

五
来
煎
「
大
和
三
輪
山
の
山
岳
信
仰」
五
来
孤
著
作
染
六

「修
験
迫
霊
山
の
歴
史

と
侶
仰』

法
蔵
館

平
成
二
十
年

|
「
金
の
御
様」

同
右

山
路
典
造
「
研
究
の
手
引」
ほ
か

芸
能
史
研
究
会
編
日
本
の
古
典
芸
能一

「神

楽

古
代
の
歌
舞
と
ま
つ
りj

平
凡
社

昭
和
四
十
四
年

藤
野
岩
友
「「
鋲
魂」
の
栢
義
と
そ
の
出
典
と」
「
国
学
院
雑
誌J

第
六
十
九

巻第

十一
号

昭
和
四
十
三
年
十一
月

「松
前
他

教授

略
歴

若
由
・
論
文
目
録」
上
田
正
昭
編
「
神
々
の
祭
祀
と
伝

承
j

松前健教

授古
柏
記
念
論
文
集

同
肌
合
出
版

平成
五
年

〈
付
記〉
こ
れ
は
時
間
の
ポ
ト
ラ
ッ
チ
で
あ
る。
独
法
化
後

突如

給科ー
割
引
大

学
に
奉
職
す
る
身
の
上
と
し
て、

今
や

恩義
を
感
じ
る
教
授
の

退官
に
際

し
て
も
私
の

楊合
ほ
か
に
何
も
で
き
る
こ
と
が
な
い。
せ
め
て
院
生
以
来

取
り
組
む
こ
と
の
な
い
不
恨
れ
な、

先
生
が
専
門
と
す
る
対
象
に
取
り
組

ん
で、

定
年
ま
で

残す
と
こ
ろ
二

十年
を
切
っ
た
自
分
に
と
っ
て
は
惜
し

い
貨
重
な
研
究
時
閲
を
没
す
こ
と
で

先生
の
恩
義
に
閥
い
ん
と
す
る。
と

に
か
く
不
通
の
身
の
悲
し
さ、

下
関
ぺ
に
費
や
し
た
前
期

授栗
期
間
は
多

分
に
つ
ら
く
苦
し
か
っ
た
が、
い
ざ
由
き
始
め
て
し
ま
う
と、

ふ
だ
ん
江

戸
時
代

文学
の
際
に
は
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い、

想像
を
め
ぐ
ら
し
て

い
る
こ
と
の
方
が
多
い

作業
に、

実
に
協
快
な
遊
文
の
時
間
に
ひ
た
ら
せ

て
い
た
だ
い
た。

先
生
に
は
感
討
の
意
を
ま
た
重
ね
て
奉
る。

（
や
ま
も
と
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