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一
、
は
じ
め
に

吉き

備び

津つ
の

采う
ね

女め

が
死
に
し
時
に
、
柿
か
き
の

本も
と
の

朝あ
そ

臣み

人ひ
と

麻ま

呂ろ

が
作

る
歌
一
首 

并
せ
て
短
歌

秋
山
の　

し
た
へ
る
妹　

な
よ
竹
の　

と
を
よ
る
児
ら
は　

い

か
さ
ま
に　

思
ひ
居
れ
か　

栲た
く

縄な
は

の　

長
き
命
を　

露
こ
そ
ば

　

朝あ
し
たに

置
き
て　

夕ゆ
う
へに

は　

消
ゆ
と
い
へ　

霧
こ
そ
ば　

夕
に

立
ち
て　

朝
に
は　

失
す
と
い
へ　

梓
弓　

音
聞
く
我わ

れ

も　

凡お
ほ

に
見
し　

こ
と
悔
し
き
を　

し
き
た
へ
の　

手
枕
ま
き
て　

剣
つ
る
ぎ

大た

刀ち　

身
に
副
へ
寝
け
む　

若
草
の　

そ
の
夫つ
ま

の
子
は　

さ
ぶ

し
み
か　

思
ひ
て
寝ぬ

ら
む　

悔
し
み
か　

思
ひ
恋
ふ
ら
む　

時

な
ら
ず　

過
ぎ
に
し
児こ

ら
が　

朝
露
の
ご
と　

夕
霧
の
ご
と

（
二
一
七
）

　
　
　
　

短
歌
二
首

楽さ
さ

浪な
み

の　

志し

賀が

津つ

の
児
ら
が
〈
一
に
云
ふ
、「
志
賀
の
津
の
児

が
」〉　

罷
り
道ぢ

の　

川
瀬
の
道
を　

見
れ
ば
さ
ぶ
し
も

（
二
一
八
）

そ
ら
数
ふ　

大
津
の
児
が　

逢
ひ
し
日
に　

凡お
ほ

に
見
し
く
は　

今
ぞ
悔
し
き 

（
二
一
九
）

　

右
は
万
葉
集
巻
二
に
載
録
さ
れ
る
柿
本
人
麻
呂
の
「
吉
備
津
采
女

挽
歌
」（
以
下
、
当
該
歌
）
で
あ
る
。
当
該
歌
は
、
一
見
、
采
女
の

死
を
詠
ん
だ
挽
歌
と
し
て
何
の
問
題
も
な
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
、
長
年
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
研
究

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
決
定
的
な
解
釈
や

結
論
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
従
来
の
論
点

を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

Ａ
題
詞
と
歌
の
矛
盾

Ｂ
作
歌
年
次
と
配
列

Ｃ
作
歌
主
体
「
我
」

Ｄ
采
女
と
そ
の
死

　
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」
は
、
こ
う
し
た
い
く
つ
も
の
問
題
点
が
互

い
に
絡
ま
り
合
い
、
よ
り
問
題
を
複
雑
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
通
説
的
な
理
解
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。菊
川
恵
三〔
一

九
九
九
〕
は
そ
れ
を
「
共
通
理
解
」
と
し
て
、

柿
本
人
麻
呂
の
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」
の
研
究

　
濵
　
田
　
早
　
智
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物
と
し
て
捉
え
る
研
究
が
大
半
で
あ
る
。

　

別
人
説
を
と
る
も
の
と
し
て
は
、
伊
藤
博
と
川
島
二
郎
〔
一
九
八

三
〕
の
論
が
あ
る
。

　

伊
藤
氏
は
『
釈
注
』
に
お
い
て
、「
人
麻
呂
と
同
時
代
の
采
女
の

事
件
を
近
江
朝
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
う
た
っ
た
と
い
う
見
か
た
も

で
き
る
」（
九
六
頁
）
と
し
、
采
女
が
自
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
近

江
朝
と
当
該
歌
が
作
ら
れ
た
時
期
（
持
統
朝
）
の
両
方
で
起
こ
っ
た

と
見
て
い
る
。

　

さ
ら
に
川
島
氏
は
、
伊
藤
氏
の
説
を
踏
襲
す
る
形
で
、
人
麻
呂
が

こ
の
よ
う
な
手
法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
当
該

歌
が
「
近
江
に
縁
の
深
い
持
統
女
帝
な
い
し
は
皇
子
・
皇
女
の
遊
行

の
折
に
披
露
さ
れ
た
」（
二
九
頁
）
と
説
く
。

　

両
氏
の
説
は
、
近
江
朝
と
当
該
歌
の
作
歌
時
期
に
同
様
の
采
女
の

悲
劇
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
が
、
想
像
の
域
を
出
る
も

の
で
は
な
く
従
い
が
た
い
。

　

こ
う
し
た
複
数
の
解
釈
を
引
き
起
こ
す
題
詞
と
歌
の
矛
盾
と
い
う

問
題
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
、澤
瀉
久
孝
氏
の
論
で
あ
る
。氏
は『
私

注
』
の
「
赤
人
、
虫
麿
等
に
眞
間
手
兒
名
の
挽
歌
あ
り
、
福
麿
、
虫

麿
、
家
持
等
に
、
蘆
屋
処
女
の
挽
歌
あ
る
ご
と
き
も
の
で
は
あ
る
ま

い
か
」
と
い
う
論
を
踏
ま
え
、

こ
の
采
女
は
や
は
り
人
麻
呂
に
と
つ
て
も
伝
説
に
近
い
存
在
で

あ
つ
た
の
で
、「
音
聞
く
わ
れ
も
お
ほ
に
見
し
」と
云
つ
た
の
は
、

現
実
の
人
麻
呂
自
身
の
事
で
な
く
て
、
そ
の
時
の
人
に
身
を
な

例
え
ば
、反
歌（「
短
歌
」と
記
さ
れ
て
い
る
が
形
式
名
で
呼
ぶ
）

の
「
志
賀
津
の
児
」・「
大
津
の
児
」
が
題
詞
の
「
吉
備
津
采
女
」

と
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
江
朝
の
有
名
な
采
女
を
指
す
名
称

と
し
て
、
持
統
朝
の
人
々
に
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま

た
、
第
一
反
歌
の
「
罷
り
道
の
川
瀬
の
道
」
は
采
女
の
入
水
を

暗
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。（
一
〇
三
頁
）

と
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

し
か
し
、
当
該
歌
に
は
残
さ
れ
て
い
る
情
報
が
少
な
く
、
従
来
の

研
究
に
お
い
て
は
推
測
の
域
を
出
な
い
論
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
た

め
、
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
Ｃ
・
Ｄ
の
問
題

に
重
点
を
置
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
、
当
該
歌
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　

論
述
の
都
合
上
、
ま
ず
Ａ
・
Ｂ
に
関
わ
る
題
詞
や
配
列
の
問
題
に

つ
い
て
略
述
し
て
お
く
。

　

当
該
歌
に
お
い
て
最
も
大
き
な
問
題
と
な
る
の
が
、
題
詞
に
「
吉

備
津
采
女
」
と
あ
る
采
女
が
、
反
歌
で
は
一
転
、「
志
賀
津
の
児
ら
」

「
大
津
の
児
」
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い

て
は
主
に
「
吉
備
津
采
女
」
と
「
志
賀
津
の
児
ら
」「
大
津
の
児
」

は
同
一
人
物
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。

　

先
行
研
究
の
多
く
で
は
、
題
詞
に
「
吉
備
津
采
女
」
と
あ
る
の
は
、

吉
備
地
方
出
身
の
采
女
で
あ
る
か
ら
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
吉
備
津
采
女
」
と
「
志
賀
津
の
児
ら
」「
大
津
の
児
」
を
同
一
人
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当
該
歌
の
後
に
は
「
石
中
死
人
歌
」、「
鴨
山
自
傷
歌
」
が
続
く
。
こ

う
し
た
配
列
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
実
際
の
制
作
年
代
は
措
い
て
お
く

と
し
て
も
、
巻
二
編
者
は
当
該
歌
を
藤
原
宮
時
代
の
作
品
と
し
て
捉

え
さ
せ
た
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
配
列
に
従
っ
て
、
持
統
天
皇
の
藤
原
宮
時
代
に
、

近
江
出
身⑵

の
采
女
が
都
で
死
ん
だ
こ
と
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
と
考
え

て
お
き
た
い
。

　

次
に
作
歌
主
体
「
我
」
の
問
題
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

当
該
歌
で
は
語
り
手
「
我
」
の
視
点
か
ら
、
今
は
亡
き
「
吉
備
津

采
女
」
と
そ
の
「
夫
の
子
」
を
詠
む
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
作
者
の
人
麻
呂
、
歌
中
の
「
我
」、
采
女
、
采
女
の
夫
と

さ
れ
る
「
夫
の
子
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
長
年
議
論
さ
れ
て
き
た
。

　

例
え
ば
、門
倉
浩〔
一
九
八
〇
〕や
上
野
理〔
一
九
八
五
〕は
、「
我
」

を
天
智
天
皇
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
太
田
豊
明
〔
二
〇
〇

八
〕
は
「
二
人
の
男
（「
夫
の
子
」
と
「
我
」：
引
用
者
注
）
と
一
人

の
女
（
采
女
：
引
用
者
注
）
を
め
ぐ
る
男
女
関
係
を
題
材
と
し
て
、

そ
こ
で
苦
悩
し
て
死
を
選
ん
だ
女
の
姿
を
、
二
人
の
う
ち
の
一
人
の

男
の
目
を
通
し
て
描
き
出
し
た
物
語
的
な
結
構
を
持
っ
た
作
品
」

（
一
七
頁
）
だ
と
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
語
り
手
「
我
」
に
関
す
る
論
で
著
名
な
も
の
が

身
﨑
壽
氏
の
論
文
で
あ
る
。
氏
は
澤
瀉
説
に
立
っ
た
上
で
論
を
展
開

し
て
お
り
、
身
﨑
〔
二
〇
〇
五
〕
で
は
、「『
語
り
手
』

≠

作
家
の
ケ

ー
ス
と
し
て
か
ん
が
え
れ
ば
よ
い
」（
一
二
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

し
て
の
「
創
作
」
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
へ
る

と
論
じ
、
当
該
歌
の
解
釈
に
、
持
統
朝
に
お
い
て
近
江
朝
の
出
来
事

を
近
江
朝
の
人
物
に
「
身
を
な
し
て
」
歌
う
と
い
う
「
虚
構
」
の
観

点
を
持
ち
込
ん
だ
。
以
来
、
様
々
な
研
究
が
こ
の
説
に
従
っ
て
い
る⑴

。

　

し
か
し
、
村
田
右
富
実
〔
二
〇
〇
四
〕
が
、

題
詞
と
歌
表
現
と
の
矛
盾
は
矛
盾
と
し
て
理
解
す
る
し
か
な
く
、

そ
の
矛
盾
が
何
ら
か
の
虚
構
に
起
因
す
る
可
能
性
の
極
め
て
高

い
こ
と
は
み
と
め
る
も
の
の
、
そ
の
虚
構
の
質
を
論
じ
る
こ
と

は
困
難
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。（
一
六
六
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
当
該
歌
の
問
題
の
核
心
を
突
い
て
い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
当
該
歌
に
関
す
る
情
報
は
題
詞
と
歌
の
み
に
限
ら

れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
情
報
以
上
の
こ
と
は
や
は
り
想
像
の
域
を
出

な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
も
、
題
詞
「
吉
備
津
采
女
」
と
の
矛
盾
に
つ

い
て
は
考
察
の
対
象
と
せ
ず
、
後
考
に
委
ね
た
い
。

　

ま
た
、
当
該
歌
中
に
は
年
代
が
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
具
体
的

な
作
歌
年
次
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
当
該
歌
が
万
葉
集

巻
二
の
挽
歌
の
「
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
や
は
り
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
藤
原
宮
時
代
に
配
列
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
直
ち
に
実
際
の
作
歌
年
代
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
に

せ
よ
、
巻
二
に
お
け
る
当
該
歌
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
と
い
う
視
点

か
ら
捉
え
る
と
、
こ
の
配
列
に
も
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ

る
。
当
該
歌
は
、
藤
原
宮
時
代
の
皇
子
や
皇
女
を
は
じ
め
と
し
た
宮

廷
に
関
す
る
挽
歌
、
人
麻
呂
の
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の
後
に
配
列
さ
れ
、
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殺
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
采
女
が
現
職
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
『
全
註
釈
』
は
「
采
女
は
、

夫
を
有
せ
ざ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
に
そ
の
夫
の
こ
と
を
詠
ん

で
い
る
の
は
、
前
の
采
女
で
あ
つ
て
、
そ
の
任
を
離
れ
て
後
婚
姻
し

た
も
の
と
推
考
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
一
方
、『
注
釈
』
は
「『
采

女
死
時
』
と
あ
る
の
で
、
や
は
り
采
女
と
し
て
死
ん
だ
と
見
る
事
が

自
然
な
解
釈
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
し
て
「
吉
備
津
采
女
」
を
現
職

と
見
た
上
で
、
自
殺
の
理
由
は
許
さ
れ
ぬ
結
婚
を
し
た
た
め
だ
と
す

る
。『
全
歌
講
義
』
は
「
采
女
の
死
後
も
夫
が
罰
せ
ら
れ
た
形
跡
が

な
い
の
は
采
女
の
結
婚
が
そ
の
死
と
は
関
わ
ら
な
い
と
み
る
の
が
よ

い
」
と
指
摘
し
、
采
女
の
死
の
理
由
が
許
さ
れ
ぬ
結
婚
に
よ
る
も
の

か
、
そ
れ
自
体
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
れ
を
承
け
て
、
大
谷
〔
二
〇
一
一
〕
は
、

異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
采
女
が
現
職
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
雄

略
天
皇
九
年
三
月
か
ら
五
月
の
記
事
を
例
に
と
り
、「
吉き

備び
の

上か
み
つ

道み
ち
の

采う
ね

女め

大お
ほ

海し
あ
ま」
と
い
う
采
女
が
、
雄
略
天
皇
か
ら
紀き
の

小を

弓ゆ
み
の

宿す
く

祢ね

へ
下

賜
さ
れ
、
降
嫁
し
た
後
も
「
吉
備
上
道
采
女
大
海
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
の
采
女
に
つ
い
て
も
、「
前
采
女
」
と
書

か
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
現
職
の
采
女
だ
と
す
る
こ
と
に
否
定

的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
入
水
自
殺
に
関
し
て
は
、『
講
義
』
の
「
さ
れ
ど
こ
こ
に

身
﨑
氏
の
論
に
従
い
、
本
稿
に
お
い
て
も
、「
我
」
は
必
ず
し
も
作

者
人
麻
呂
と
イ
コ
ー
ル
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
た
い
。

　

当
該
歌
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、当
該
歌
の
語
り
手
で
あ
る「
我
」

が
、
歌
全
体
を
通
し
て
第
三
者
的
な
立
場
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
我
」
は
采
女
の
美
し
さ
は
知
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
死
に

つ
い
て
は
「
音
」
に
聞
い
た
だ
け
で
、「
お
ほ
に
見
」
た
こ
と
を
嘆

く
ば
か
り
で
あ
り
、
采
女
の
「
若
草
の　

そ
の
夫
の
子
」
の
様
子
に

つ
い
て
も
、
直
接
自
ら
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う

な
「
我
」
の
立
ち
位
置
を
考
慮
す
る
と
、「
我
」
と
「
采
女
」
の
間

に
男
女
関
係
を
見
出
す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
門
倉
氏
や
上
野
氏

の
よ
う
に
具
体
的
な
人
物
を
想
定
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
太
田
氏

の
よ
う
な
見
方
も
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
次
に
采
女
と
そ
の
死
（
Ｄ
）
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
『
窪
田
評
釈
』
に
「
采
女
は
在
職
中
は
、
結
婚
は
堅
く
禁
じ
ら
れ

て
い
、
犯
す
者
は
重
き
刑
に
処
せ
ら
れ
る
制
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
よ

う
に
、
一
般
的
に
采
女
が
天
皇
以
外
の
男
性
と
関
係
を
持
つ
こ
と
は

禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
但
し
藤
原
鎌
足
の
妻
と
な
っ
た
安
見

児
（
九
五
）
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
歌

の
采
女
も
、「
夫
の
子
」
と
の
許
さ
れ
な
い
関
係
を
持
っ
た
こ
と
に

よ
る
自
殺
だ
と
い
う
解
釈
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

自
殺
と
い
う
見
方
が
出
て
く
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
第
一

反
歌
の
「
罷
り
道
」
を
こ
の
世
か
ら
罷
る
道
（
＝
死
出
の
道
）
と
見

な
す
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
と
「
川
瀬
」
を
結
び
付
け
て
入
水
自
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長
歌
に
お
い
て
「
露
」「
霧
」
と
い
う
語
は
、
二
回
ず
つ
用
い
ら

れ
て
お
り
、
当
該
歌
を
解
釈
す
る
際
は
、
こ
の
二
語
に
注
目
さ
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
代
表
的
な
論
が
、
清
水
克
彦

〔
一
九
六
二
〕
で
あ
る
。
氏
は
、「
こ
の
言
葉
（「
露
」
と
「
霧
」：

引
用
者
注
）
が
二
カ
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、

そ
の
う
ち
の
一
カ
所
が
、
一
首
の
し
め
く
く
り
と
し
て
の
結
句
の
部

分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
じ
し
ん
、
こ
の
一
首
に
お
け
る
、

こ
の
二
語
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
」

（
一
五
七
頁
）と
説
く
。本
稿
で
も
当
該
歌
に
お
け
る「
露
」と「
霧
」

の
表
現
効
果
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

清
水
氏
は
、
五
九
九
や
四
八
一
の
用
例
か
ら
、
長
歌
の
「
お
ほ
に
」

が
霧
の
属
性
を
表
す
言
葉
で
あ
る
と
す
る
。ま
た
、推
量
を
表
す「
け

む
」
や
「
ら
む
」
の
助
動
詞
に
つ
い
て
も
、「『
若
草
の　

そ
の
夫
の

子
』
に
つ
い
て
の
推
測
の
叙
述
は
、
や
は
り
霧
一
重
を
へ
だ
て
て
の

感
懐
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
」（
一
五
八
頁
）
と
説
く
。

加
え
て
、
長
歌
に
語
句
の
省
略
が
四
ヶ
所
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
、
こ

の
省
略
に
つ
い
て
も
、「
露
や
霧
の
属
性
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
の
一

つ
と
し
て
数
え
た
い
」
と
述
べ
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
一
七
を
「
い

わ
ば
全
篇
が『
露
』と『
霧
』と
に
お
お
わ
れ
て
い
る
」（
一
五
九
頁
）

と
す
る
。

　

反
歌
二
首
に
つ
い
て
も
、
繰
り
返
し
部
分
（
二
一
七
「
お
ほ
に
見

し　

事
悔
し
き
」、
二
一
九
「
お
ほ
に
見
し
く
は
今
ぞ
悔
し
き
」）
に

着
目
し
、「
お
ほ
に
」
は
「
霧
」
の
属
性
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
、
そ

て
は
不
慮
の
死
と
い
ふ
事
は
考
へ
ら
る
れ
ど
、
自
殺
な
り
と
考
ふ
べ

き
事
情
は
言
の
上
に
あ
ら
は
れ
ぬ
な
り
」と
い
う
論
を
引
き
、「
自
殺
、

入
水
説
の
根
拠
と
さ
れ
る
長
歌
反
歌
の
ど
の
表
現
も
、
実
は
そ
の
根

拠
に
は
な
ら
な
い
」（
一
四
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

采
女
の
死
因
に
つ
い
て
も
、
自
殺
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
采
女
の
美
し
さ
や
そ
の

夫
の
若
々
し
さ
、
共
寝
を
し
た
仲
睦
ま
じ
い
様
子
が
歌
に
明
確
に
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
ず
っ
と
続

く
は
ず
で
あ
っ
た
愛
し
合
う
夫
婦
の
時
間
が
、
采
女
の
「
時
な
ら
」

ぬ
死
に
よ
っ
て
突
如
終
わ
り
を
告
げ
た
、
と
い
う
悲
劇
性
を
如
実
に

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
具
体
的
な
死
の
理
由
を
描
い
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
当
該
歌
の
聴
き
手
は
、
采
女
の
死
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
、
想
像
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
聴
き
手
に
采
女
の
死

を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
を
残
し
若
く
し
て
こ
の
世
を
去

っ
て
し
ま
っ
た
采
女
の
死
の
悲
劇
性
が
よ
り
引
き
立
つ
効
果
が
生
じ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、「
露
」
と
「
霧
」
に
つ
い
て

　

で
は
、
当
該
歌
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
か
ら
は
、
歌
の
具
体
的
な
表
現
に
即
し
て
そ
の
問
題
を
考
え
て

い
き
た
い
。



－ 47 －

と
「
霧
」
が
対
句
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
対
句
表
現
に
よ
り
、
歌
の
中
で
「
露
」
と
「
霧
」
の
比

重
が
対
等
に
な
り
、「
露
」
と
「
霧
」
自
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り

合
う
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
歌
群
全
体
に
「
露
」
と
「
霧
」
両
方

の
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
清
水
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
該
歌
に
お
い
て
「
露
」

や
「
霧
」
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
表
現
の
仕
方
が
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
、「
露
」
や
「
霧
」
は
采
女
の
命
の
は
か
な
さ
を
譬

え
る
だ
け
で
な
く
、
歌
全
体
に
朧
気
な
、
曖
昧
模
糊
と
し
た
雰
囲
気

を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
歌
群
全
体
の
イ
メ

ー
ジ
の
統
一
は
、
当
該
歌
を
采
女
の
死
を
め
ぐ
る
一
連
の
出
来
事
を

詠
ん
だ
歌
と
し
て
ま
と
め
上
げ
る
効
果
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
戸
谷
〔
一
九
六
五
〕
は
、「
露
」
が
表
現
上
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
占
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
一
首
の
主
題
た

る
心
情
表
現
を
補
う
点
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
」（
一
二
四
頁
）

と
指
摘
す
る
。
当
該
歌
に
お
い
て
は
、「
露
」
や
「
霧
」
と
い
う
形

象
化
さ
れ
た
語
を
用
い
る
こ
と
で
、
は
か
な
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
采

女
の
姿
が
想
起
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
の
「
夫
の
子
」
や
「
我
」
の

「
さ
ぶ
し
」「
悔
し
」
と
い
っ
た
感
情
が
よ
り
強
く
表
現
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
表
現
効
果
は
ま
た
、
前
述
の
よ
う
な
当
該
歌
に
お
け
る

采
女
の
死
の
曖
昧
さ
に
寄
与
す
る
。「
露
」
や
「
霧
」
の
も
た
ら
す

曖
昧
さ
が
、
采
女
の
死
の
曖
昧
さ
と
合
わ
さ
り
、
采
女
の
死
の
悲
劇

性
が
よ
り
い
っ
そ
う
引
き
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

れ
が
最
後
の
反
歌
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
こ
の
作

品
の
基
調
を
な
す
情
緒
が
、
い
わ
ば
『
霧
』
的
情
緒
で
あ
る
こ
と
を
、

人
麻
呂
は
明
確
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
」（
一
六
一
頁
）
と
説
く
。

　

一
方
、
清
水
氏
の
論
に
対
し
て
、
菊
川
〔
一
九
九
九
〕
は
、「『
お

ほ
』は
霧
の
属
性
で
は
あ
っ
て
も
、つ
い
に
は
露
の
属
性
で
は
な
い
」

（
一
〇
九
頁
）
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
長
歌
の
対
句
が
「
五
・
七
・

五
・
五
」
と
五
七
の
定
型
を
外
れ
て
い
る
こ
と
、「
と
ま
ど
い
、
言

い
よ
ど
ん
で
い
る
内
に
次
の
句
が
始
ま
っ
た
よ
う
」
な
省
略
が
あ
る

こ
と
、
長
歌
の
対
句
が
文
脈
を
堰
き
と
め
つ
つ
挿
入
句
の
よ
う
に
使

わ
れ
、「
五
七
の
リ
ズ
ム
を
微
妙
に
ず
ら
し
つ
つ
、
最
後
ま
で
言
い

切
れ
な
い
余
り
の
思
い
を
残
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
」
こ
と
、
こ
れ
ら

の
要
素
が
「
露
と
霧
を
は
か
な
い
も
の
と
し
て
作
品
世
界
に
定
着
さ

せ
て
い
る
」（
一
〇
八
、
一
〇
九
頁
）
と
す
る
。

　

歌
の
表
現
を
追
う
と
、
菊
川
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
露
」
と

「
霧
」
を
対
句
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
二
語
が
当
該
歌
中
に
印
象
づ

け
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
い
え
る
。ま
た
、当
該
歌
以
外
に
も「
お

ほ
に
」
と
「
霧
」
が
一
首
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
（
四
八
一
、

五
九
九
、二
二
四
一
）が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
お
ほ
に
」と「
霧
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、「
お
ほ
に
」
と
直
接
的
に
つ
な
が
り
が
な
い
「
露
」
が

ど
う
捉
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
菊
川
氏
の
指
摘
の
通
り
、「
露
」
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の
（
一
六
七
、
一
七
九
五
な
ど
）
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
の
動
作

に
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
の
み
を
抽
出
す
る
こ
と
と
す
る
。　　

　

そ
の
な
か
に
は
四
二
三
（
石
田
王
の
挽
歌
）
や
一
七
九
九
（
紀
伊

国
の
挽
歌
）
な
ど
の
よ
う
に
、
死
者
の
死
因
が
不
明
な
も
の
も
あ
る

が
（
一
七
九
六
～
一
七
九
九
は
、
語
り
手
が
残
さ
れ
た
夫
の
立
場
に

立
っ
て
歌
っ
た
歌
）、
そ
の
他
の
内
訳
と
し
て
は
、
謀
反
の
疑
い
に

よ
り
殺
さ
れ
た
者
の
挽
歌
（
一
四
三
、
一
六
三
、
一
六
四
）、
真
間

の
手
児
名
の
挽
歌
（
四
三
一
、
四
三
三
、
一
八
〇
七
、
一
八
〇
八
）、

菟
原
娘
子
の
挽
歌
（
一
八
〇
一
）、
自
殺
し
た
者
の
挽
歌
（
四
四
三
）、

死
人
を
見
て
詠
ん
だ
挽
歌
（
四
三
五
、
一
八
〇
〇
）、
海
で
死
ん
だ

者
の
挽
歌
（
三
三
三
五
、
三
三
三
六
、
三
三
三
七
、
三
三
三
九
）、

故
郷
か
ら
離
れ
た
地
で
病
死
し
た
者
の
挽
歌
（
三
六
八
八
、
三
六
九

一
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
真
間
の
手
児
名
と
菟
原
娘
子
は
い
わ
ゆ
る
伝
説
歌
で
、
恋

の
た
め
に
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
乙
女
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
そ
れ
以

外
も
、
処
刑
や
自
殺
、
病
死
な
ど
、
い
ず
れ
も
本
来
は
ま
だ
死
ぬ
は

ず
で
は
な
か
っ
た
者
の
死
を
詠
ん
だ
挽
歌
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

次
に
「
ら
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
挽
歌
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

「
ら
む
」
は
集
中
に
十
七
首
十
九
例
あ
る
。
な
か
に
は
、
人
間
以
外

の
動
作
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
一
四
五
な
ど
）
も
あ
る
が
、
人

の
動
作
に
用
い
ら
れ
る
歌
の
み
を
抽
出
す
る
。

　

用
例
を
見
て
み
る
と
、石
中
死
人
歌（
二
二
〇
）、鴨
山
自
傷
歌（
二

二
三
）、
史
生
丈
部
竜
麻
呂
が
自
経
し
た
際
の
挽
歌
（
四
四
五
）、
海

四
、
推
量
表
現
か
ら
み
る
「
我
」
と
「
夫
の
子
」

　

長
歌
で
は
「
我
」
が
「
夫
の
子
」
を
思
い
や
る
と
き
、「
身
に
副

へ
寝
け
む
」「
思
ひ
て
寝
ら
む
」「
思
ひ
恋
ふ
ら
む
」
と
推
量
表
現
を

用
い
る
。
こ
う
し
た
推
量
表
現
が
解
釈
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
大
き
く
と
り
上
げ
て
い
る
研
究
は
少
な
い
。

　
「
け
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
采
女
の
生
前
、「
夫
の
子
」

が
采
女
と
共
寝
を
し
て
い
た
こ
と
を
「
我
」
が
推
量
す
る
部
分
で
あ

る
。
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
時
点
に
お
い
て
は
、
も
う
采
女
は
こ
の
世

に
い
な
い
た
め
、「
我
」
が
采
女
と
「
夫
の
子
」
の
共
寝
を
語
る
際

に
過
去
推
量
「
け
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
采
女
を
亡
く
し
た
夫
の
心
中
を
「
さ
ぶ
し
み
か　

思
ひ

て
寝
ら
む　

悔
し
み
か　

思
ひ
恋
ふ
ら
む
」
と
思
い
や
る
と
き
、
そ

こ
に
は
現
在
推
量
「
ら
む
」
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
長
歌

を
詠
ん
だ
と
き
、「
我
」
は
「
夫
の
子
」
と
同
じ
時
間
軸
に
い
る
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、「
我
」
は
「
夫
の
子
」
の
様

子
（
心
情
）
を
直
接
確
か
め
る
こ
と
は
し
な
い
、
も
し
く
は
で
き
な

い
。
つ
ま
り
場
所
的
に
は
、
両
者
は
離
れ
た
位
置
に
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
「
け
む
」「
ら
む
」
の
使
用
か
ら
、
当
該
歌
が
ど
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
る
か
、
万
葉
集
中
の
挽
歌
の
用
例
を
踏
ま
え
て
考
え

る
。

　
「
け
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
挽
歌
は
集
中
に
二
十
四
首
二
十
九

例
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
人
間
以
外
の
動
作
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
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・
…
…
臥
し
た
る
人
は
母
父
に
愛
子
に
か
あ
ら
む
若
草
の
妻
か

あ
り
け
む
…
…（
13
・
三
三
三
六
）

・
母
父
も
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
来
む
と
待
ち
け
む
人
の
悲
し

さ
（
13
・
三
三
三
七
）

・
…
…
母
父
が
愛
子
に
も
あ
ら
む
若
草
の
妻
も
あ
る
ら
む
…
…

と
ゐ
波
の
恐
き
海
を
直
渡
り
け
む
（
13
・
三
三
三
九
）

・
母
父
も
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
来
む
と
待
つ
ら
む
人
の
悲
し

さ
（
13
・
三
三
四
〇
）

・
家
人
の
待
つ
ら
む
も
の
を
つ
れ
も
な
き
荒
磯
を
ま
き
て
伏
せ

る
君
か
も
（
13
・
三
三
四
一
）

・
浦
淵
に
伏
し
た
る
君
を
今
日
今
日
と
来
む
と
待
つ
ら
む
妻
か

な
し
も
（
13
・
三
三
四
二
）

・
天
地
と
共
に
も
が
も
と
思
ひ
つ
つ
あ
り
け
む
も
の
を
…
…
衣

手
濡
れ
て
幸
く
し
も
あ
る
ら
む
ご
と
く
出
で
見
つ
つ
待
つ
ら

む
も
の
を
…
…
露
霜
の
寒
き
山
辺
に
宿
り
せ
る
ら
む
（
15
・

三
六
九
一
）

　

こ
れ
ら
の
挽
歌
は
い
ず
れ
も
故
郷
か
ら
離
れ
た
地
で
突
然
の
死
を

迎
え
た
者
と
そ
の
家
族
を
詠
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
挽
歌
に
お
け
る
「
け
む
」
や
「
ら
む
」
は
、
死
ぬ

べ
き
時
で
な
い
の
に
死
ん
だ
者
、
つ
ま
り
異
常
死
を
遂
げ
た
者
を
悼

む
歌
に
頻
出
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

特
に
、「
ら
む
」
は
異
常
死
を
遂
げ
た
者
の
残
さ
れ
た
家
族
を
語

り
手
（
詠
み
手
）
が
思
い
や
る
場
合
に
多
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

で
死
ん
だ
者
の
挽
歌
（
三
三
三
九
、
三
三
四
〇
、
三
三
四
一
、
三
三

四
二
）、
壱
岐
島
で
病
死
し
た
雪
連
宅
満
の
挽
歌
（
三
六
八
八
、
三

六
九
一
、
三
六
九
二
、
三
六
九
三
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
け
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
と
比
較
す
る
と
、
真
間
の
手
児

名
や
菟
原
娘
子
の
よ
う
な
伝
説
歌
に
は
、「
け
む
」の
み
が
用
い
ら
れ
、

「
ら
む
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
の
研
究
に

お
い
て
は
、
当
該
歌
を
、
こ
れ
ら
の
伝
説
歌
に
引
き
寄
せ
て
考
え
る

『
私
注
』
や
『
注
釈
』
の
よ
う
な
論
も
提
唱
さ
れ
て
き
た
。

　

先
程
挙
げ
た
用
例
で
見
る
と
、
一
首
中
に
「
け
む
」
と
「
ら
む
」

が
両
方
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
三
三
三
九
と
三
六
九
一
の
み
で
あ
る
。

ま
た
同
一
歌
群
内
で
見
る
と
、
史
生
丈
部
竜
麻
呂
が
自
経
し
た
際
の

挽
歌
（
四
四
三
、
四
四
五
）
も
「
け
む
」
と
「
ら
む
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
海
で
死
ん
だ
者
の
挽
歌
（
三
三
三
五
～
三
三
三

七
・
三
三
三
九
～
三
三
四
二
）
も
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
ら
の

用
例
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
…
…
に
ほ
へ
る
君
が
に
ほ
鳥
の
な
づ
さ
ひ
来
む
と
立
ち
て
居

て
待
ち
け
む
人
は
大
君
の
…
…
う
つ
せ
み
の
惜
し
き
こ
の
世

を
露
霜
の
置
き
て
去
に
け
む
時
に
あ
ら
ず
し
て
（
３
・
四
四

三
）

・
い
つ
し
か
と
待
つ
ら
む
妹
に
玉
梓
の
言
だ
に
告
げ
ず
去
に
し

君
か
も
（
３
・
四
四
五
）

・
…
…
と
ゐ
波
の
さ
さ
ふ
る
道
を
誰
が
心
い
た
は
し
と
か
も
直

渡
り
け
む
（
13
・
三
三
三
五
）
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手
「
我
」
と
「
夫
の
子
」
と
は
親
し
い
間
柄
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

こ
う
し
た
二
者
の
距
離
感
は
、
采
女
の
死
の
詳
細
を
語
ら
な
い
、

そ
の
曖
昧
さ
に
も
関
連
す
る
。「
我
」
と
采
女
及
び
「
夫
の
子
」
と

を
隔
て
る
距
離
を
推
量
の
助
動
詞
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
曖

昧
さ
を
引
き
出
す
「
露
」
や
「
霧
」
と
い
っ
た
表
現
も
よ
り
効
果
的

に
機
能
す
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
距
離
感
が
、「
夫
の
子
」
と
当
該
歌
の
享
受

者
（
聴
き
手
あ
る
い
は
読
み
手
）
の
関
係
性
に
重
な
る
と
い
う
こ
と

に
も
着
目
し
た
い
。
聴
き
手
は
采
女
や
そ
の
夫
を
直
接
見
る
こ
と
は

で
き
ず
、
事
の
詳
細
を
確
か
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。「
我
」
と
同

じ
よ
う
な
立
場
な
の
で
あ
る
。

　

ど
の
よ
う
な
人
も
、
若
く
美
し
い
采
女
の
突
然
の
死
を
聞
け
ば
心

に
訴
え
か
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
采
女
と
仲
睦
ま
じ
く
暮

ら
し
て
い
た
「
夫
の
子
」
の
心
中
を
察
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ

る
。

　

語
り
手
「
我
」
は
、
第
三
者
的
な
立
場
を
と
り
、
采
女
や
「
夫
の

子
」
と
距
離
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
聴
き
手
を
も
作
品
世
界
の
中
へ

引
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
「
我
」
は
、
当
該

歌
と
そ
の
聴
き
手
を
つ
な
ぐ
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

五
、「
罷
り
道
の　

川
瀬
の
道
」

　

第
一
反
歌
の
「
罷
り
道
の　

川
瀬
の
道
」
は
、
当
該
歌
を
解
釈
す

残
さ
れ
た
家
族
は
、
語
り
手
（
詠
み
手
）
と
同
じ
時
間
軸
に
い
る
と

同
時
に
、
空
間
的
に
は
離
れ
た
地
点
に
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
当
該
歌
も
異
常
死
を
し
た
者
と
そ
の
家
族
を
歌
う
歌
と
い
う

枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

よ
っ
て
、
当
該
歌
は
伝
説
歌
の
み
に
近
親
性
を
見
出
す
よ
り
も
、

異
常
死
を
詠
む
挽
歌
と
し
て
の
枠
組
み
で
捉
え
る
方
が
適
切
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
当
該
歌
の
采
女
は
、
三
六
九
一

（
と
そ
の
前
後
の
歌
）
の
よ
う
に
、
故
郷
で
は
な
い
地
で
死
ん
だ
と

推
察
で
き
る
。
そ
の
死
の
場
所
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
現
段

階
で
結
論
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
歌
の
類
型
か
ら
し
て
故
郷

か
ら
離
れ
た
地
で
の
死
を
詠
ん
だ
と
み
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

　

但
し
本
稿
は
、
当
該
歌
を
い
わ
ゆ
る
行
路
死
人
歌
と
し
て
捉
え
よ

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
、

「
異
常
死
を
遂
げ
た
者
の
挽
歌
」
と
い
う
視
点
か
ら
当
該
歌
を
捉
え

た
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
注
目
し
た
い
の
が
、「
ら
む
」
の
表
現
効
果
で
あ
る
。

「
ら
む
」
が
使
用
さ
れ
る
挽
歌
の
死
者
は
、
基
本
的
に
故
郷
か
ら
離

れ
た
地
で
死
ん
で
お
り
、
そ
の
家
族
も
語
り
手
か
ら
離
れ
た
地
に
い

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
か
つ
、
語
り
手
（
詠
み
手
）
は
、

異
常
死
を
遂
げ
た
者
の
家
族
を
思
い
や
る
こ
と
は
す
る
が
、
直
接
そ

の
様
子
を
確
か
め
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
、
語
り
手
（
詠
み
手
）

と
死
者
の
家
族
は
、
直
接
確
認
で
き
る
ほ
ど
の
関
係
性
で
は
な
い
こ

と
も
示
唆
さ
れ
る
。
当
該
歌
に
こ
の
構
図
を
あ
て
は
め
る
と
、
語
り
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ら
あ
の
世
へ
退
出
す
る
と
い
う
意
味
で
「
罷
道
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。

　

大
谷
〔
二
〇
一
一
〕
は
こ
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
に
つ
い
て
、

語
本
来
の
意
義
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
「
ま
か
り
ぢ
」
に
対
し
て
、

『
続
日
本
紀
』
の
藤
原
永
手
薨
去
の
際
の
詔
は
、
廷
臣
で
あ
っ

た
彼
の
死
を
（
朝
廷
よ
り
）「
ま
か
る
」
と
譬
喩
的
に
表
現
し
、

彼
が
冥
土
に
向
か
っ
て
進
む
道
の
こ
と
を（
朝
廷
か
ら
の
）「
ま

か
り
ぢ
」
と
間
接
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
一
四
五
頁
）

と
指
摘
す
る
。
大
谷
氏
は
、
そ
の
上
で
「
川
瀬
の
道
」
と
の
解
釈
と

合
わ
せ
て
、
当
該
歌
の
「
罷
り
道
」
を
「
貴
所
か
ら
退
出
す
る
道
」

と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
続
日
本
紀
』
が
「
朝
廷
か
ら
あ
の
世
へ
退
出
す
る
道
」

と
い
う
意
味
で
「
罷
道
」
を
用
い
て
い
る
の
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
当

該
歌
の
采
女
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
通
説
の

よ
う
に
当
該
歌
の
「
罷
り
道
」
も
采
女
も
宮
中
か
ら
あ
の
世
へ
退
出

し
た
と
い
う
意
味
で
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、「
川
瀬
の
道
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
や
は
り
、「
川
瀬
の
道
」
が
采
女
と
そ
の
死
に
密
接
に
関
係

す
る
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。

　
「
罷
り
道
」
を
「
死
出
の
道
」
と
し
て
捉
え
る
と
、
聴
き
手
は
「
川

瀬
の
道
」
の
「
川
」
と
い
う
表
現
か
ら
水
辺
を
連
想
し
、
さ
ら
に
「
罷

り
道
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
采
女
が
水
に
関
係
す
る
死
を
遂
げ

た
と
い
う
こ
と
を
想
像
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
罷
り
道
」
と
い
う

る
上
で
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
表
現
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に

多
く
の
注
釈
書
で
、
こ
の
表
現
を
理
由
に
采
女
の
入
水
自
殺
説
が
唱

え
ら
れ
て
き
た
。

　

大
谷
〔
二
〇
一
一
〕
は
、「
ま
か
り
ぢ
」
と
い
う
語
が
多
く
の
研

究
で
「
死
出
の
道
」
と
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
根
拠
と

さ
れ
て
い
る
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
取
り
上
げ
つ
つ
、「
ま
か
る
」

が
一
般
に
貴
所
よ
り
退
出
す
る
意
と
し
て
頻
用
さ
れ
る
言
葉
と
い
う

こ
と
を
踏
ま
え
、「
入
水
自
殺
や
否
や
の
判
断
は
『
罷
り
道
』
の
語

を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
一
四
六
頁
）
と
い
う
。

　

続
い
て
、「
川
瀬
の
道
」
に
つ
い
て
は
「
徒
歩
や
馬
で
渡
り
、
あ

る
い
は
石
橋
を
踏
ん
で
渡
る
こ
と
の
で
き
る
浅
瀬
で
あ
っ
た
」（
一

四
八
頁
）
と
し
、「
吉
備
津
采
女
は
、
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
川
瀬

を
経
る
道
を
、
た
と
え
ば
宮
中
よ
り
退
出
す
る
途
中
に
通
り
か
か
っ

た
、
そ
れ
を
『
罷
り
道
の
川
瀬
の
道
』
と
言
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と

も
当
然
で
き
る
の
で
あ
る
」（
一
四
八
頁
）
と
論
じ
る
。

　

こ
こ
で
ひ
と
つ
疑
問
を
呈
し
た
い
。
采
女
を
思
い
出
す
場
所
が
な

ぜ
「
罷
り
道
の　

川
瀬
の
道
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
出
仕
し
て
い
た
采

女
を
思
い
出
す
場
所
で
あ
れ
ば
、
宮
中
関
係
の
場
所
な
ど
の
ほ
う
が

ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
十
一
、
光
仁
天
皇
宝
亀
二
年
二
月
二
十
二

日
の
宣
命
に
は
、「
み
ま
し
大
臣
の
罷
道
も
う
し
ろ
軽
く
、
心
も
お

だ
ひ
に
念
ひ
て
平
け
く
幸
く
罷
り
と
ほ
ら
す
べ
し
と
詔
り
た
ま
ふ
大

命
を
宣
る
」
と
あ
り
、
左
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
朝
臣
永
手
が
宮
中
か
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死
の
場
所
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
采
女
が
い
た
は
ず
な
の
に
、
そ
の
姿

が
見
え
な
い
の
が
さ
び
し
い
、
と
解
釈
さ
れ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い

と
し
て
、「『
さ
ぶ
し
』
の
意
味
合
い
を
思
う
な
ら
ば
、（
中
略
）
川

瀬
の
道
を
歩
む
生
前
の
采
女
の
姿
を
想
像
す
べ
き
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
」（
一
五
八
頁
）
と
説
く
。
こ
こ
で
も
大
谷
氏
は
「
吉

備
津
采
女
」入
水
自
殺
説
を
否
定
す
る
根
拠
を
見
出
し
て
お
り
、「
川

瀬
の
道
」
は
生
前
の
采
女
の
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

　

だ
が
、
語
り
手
「
我
」
が
采
女
の
姿
を
、
采
女
が
こ
の
世
を
去
っ

て
行
っ
た
地
（
死
地
）
に
見
出
す
こ
と
が
全
く
不
可
能
か
、
と
い
う

と
そ
う
と
は
い
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

川
島
〔
一
九
八
九
〕
は
、
当
該
歌
の
時
間
に
注
目
し
、「
人
麻
呂

の
思
い
は
、
長
歌
末
→
第
一
短
歌
→
第
二
短
歌
と
い
う
次
第
に
応
じ

て
、
過
去
へ
過
去
へ
と
遡
っ
て
行
く
の
で
あ
る
」（
二
一
頁
）
と
論

じ
る
。「
我
」
を
人
麻
呂
と
捉
え
る
問
題
は
と
も
か
く
、
氏
の
論
は

興
味
深
い
。
采
女
の
死
に
関
係
す
る
「
罷
り
道
の
川
瀬
の
道
」
を
見

て
、
短
歌
の
時
点
以
前
の
采
女
の
姿
を
思
い
、「
さ
ぶ
し
」
と
歌
う

の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
采
女
が
「
川
瀬
の
道
」
で
何
ら
か
の
不
慮
の
死
（
入

水
等
）
を
遂
げ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、「
川
瀬
の
道
」
が
采
女
の
生

前
の
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
死
の
場
所
に
も
な
る
。
す
る

と
、「
我
」
が
、「
川
瀬
の
道
」
を
見
て
、
死
の
直
前
の
采
女
の
姿
を

思
い
返
し
、
さ
ら
に
生
前
の
采
女
の
姿
を
思
い
出
す
と
い
う
流
れ
で
、

采
女
の
死
を
実
感
し
、「
さ
ぶ
し
」
と
歌
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

語
が
「
川
瀬
の
道
」
と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
き
、
挽
歌
と
い
う
性
質

上
、
聴
き
手
は
采
女
が
水
辺
で
死
ん
だ
様
子
を
想
像
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
入
水
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
っ
て
き
た
従
来
の
研
究
は
基
本
的

に
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

但
し
、
当
該
歌
は
「
川
瀬
の
道
」
が
采
女
の
死
に
ど
う
関
わ
る
か

に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
采
女
の
死
が
「
川

瀬
の
道
」
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
み

で
あ
る
。
入
水
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
つ
つ
も
采
女
の
死
を
詳
細
に

は
歌
わ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
当
該
歌
の
表
現
手
法
を
読
み
取
っ
て

お
き
た
い
。

六
、
長
歌
と
短
歌　

―「
さ
ぶ
し
」
と
「
悔
し
」―　

　

こ
こ
で
は
、
長
歌
と
短
歌
ど
ち
ら
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
「
さ
ぶ

し
」
と
「
悔
し
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、
長
歌
と
短
歌
の
関
係
性

や
当
該
歌
に
お
け
る
短
歌
の
役
割
を
考
え
た
い
。

　

特
に
、
当
該
歌
を
解
釈
す
る
上
で
、「
さ
ぶ
し
」
は
注
目
す
べ
き

表
現
で
あ
る
。
当
該
歌
の
長
歌
に
お
い
て
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
采
女

が
そ
ば
に
い
た
は
ず
な
の
に
、
も
う
そ
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
に
対

し
、「
夫
の
子
」
は
「
さ
ぶ
し
」
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
歌
う
。

　

一
方
で
、
短
歌
の
「
我
」
に
用
い
ら
れ
る
「
さ
ぶ
し
」
に
つ
い
て

は
も
う
少
し
詳
し
く
確
認
し
た
い
。
従
来
の
研
究
で
は
、
采
女
が
入

水
し
た
「
川
瀬
の
道
」
を
見
る
と
さ
び
し
い
、
と
解
釈
す
る
も
の
が

多
い
。
し
か
し
、
大
谷
〔
二
〇
一
一
〕
は
、
采
女
の
「
時
な
ら
」
ぬ



－ 53 －

『
悔
し
』
と
夫
の
『
悔
し
』
の
間
に
は
、
表
現
上
の
同
期
と
は
裏
腹

に
、
表
現
に
内
包
さ
れ
る
心
情
の
非
同
期
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
」（
一
七
二
頁
）
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
さ
ぶ
し
」
に
つ
い
て
、

「
こ
の
『
寂
し
』
の
感
情
は
残
さ
れ
た
夫
の
感
情
と
は
別
個
の
も
の

で
あ
り
、
長
歌
に
お
け
る
『
悔
し
』
に
見
ら
れ
た
表
現
上
の
同
期
と

感
覚
上
の
非
同
期
を
、
こ
こ
に
も
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
一
七

八
頁
）
と
述
べ
る
。

　

村
田
氏
の
、「
我
」
が
采
女
を
「
お
ほ
に
見
」
た
こ
と
の
み
を
後

悔
し
、
采
女
の
死
を
全
く
嘆
い
て
い
な
い
と
い
う
見
方
に
は
首
肯
で

き
な
い
。
生
前
の
采
女
を
し
か
と
見
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
な
後
悔
を
引
き
起
こ
す
原
因
で

あ
る
采
女
の
死
を
嘆
く
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
さ
ぶ
し
」
と
「
く
や
し
」
に
お
い
て
「
表
現
上
の
同

期
と
感
覚
上
の
非
同
期
」
が
見
出
せ
る
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。

　

当
該
歌
で
は
、「
さ
ぶ
し
」
と
「
悔
し
」
が
長
歌
と
短
歌
を
つ
な

ぐ
と
と
も
に
、
本
来
は
重
な
る
は
ず
の
な
い
「
我
」
と
「
夫
の
子
」

の
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
。長
歌
で「
夫

の
子
」
に
用
い
た
心
情
表
現
を
、
短
歌
で
は
「
我
」
の
心
情
に
用
い

る
こ
と
に
よ
り
、
采
女
に
対
す
る
両
者
の
思
い
の
深
さ
が
対
比
さ
れ
、

采
女
と
親
し
く
な
か
っ
た
「
我
」
で
さ
え
「
さ
ぶ
し
」「
悔
し
」
と

思
う
の
に
、
愛
し
合
う
関
係
で
あ
っ
た
「
夫
の
子
」
の
「
さ
ぶ
し
」

「
悔
し
」
と
い
う
思
い
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
、
と
思
い
や
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。

　

次
に
、
当
該
歌
の
構
造
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

身
﨑
壽
〔
一
九
八
二
〕（
以
下
「
身
﨑
Ａ
論
」
と
す
る
） 

は
、「
さ

ぶ
し
」
と
「
悔
し
」
が
「
長
歌
と
短
歌
二
首
と
の
あ
い
だ
に
（
中
略
）

整
然
と
し
た
対
応
関
係
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
」（
五
八
頁
）
と
し
、

菊
川
〔
一
九
九
九
〕
は
「
長
歌
中
の
露
と
霧
、
反
歌
に
ま
た
が
る
さ

ぶ
し
と
悔
し
、
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
全
体
を
つ
な
ぐ
の
が
吉
備
津
采

女
挽
歌
の
構
造
だ
と
い
え
る
」（
一
一
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
長
歌
で
用
い
た
「
さ
ぶ
し
」「
悔
し
」
を
短
歌
で

も
用
い
る
こ
と
で
、
長
歌
と
短
歌
の
対
応
関
係
が
つ
く
り
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
身
﨑
〔
二
〇
〇
五
〕
は
、
身
﨑
Ａ
論
を
踏
ま
え
て
、

反
歌
に
お
い
て
「
語
り
手
」
の
心
情
が
か
ぎ
り
な
く
「
夫
の
子
」

の
そ
れ
に
融
合
・
同
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

結
果
と
し
て
、
反
歌
二
首
に
し
め
さ
れ
た
哀
惜
の
心
情
は
、
第

一
義
的
に
は
「
語
り
手
」
の
心
情
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
と

同
時
に
「
夫
の
子
」
の
心
情
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
と
お
も
う
（
一
二
九
、
一
三
〇
頁
）

と
論
じ
る
。

　

一
方
で
、
村
田
〔
二
〇
〇
四
〕
は
、
当
該
歌
の
「
我
」
は
、
決
し

て
采
女
の
死
を
嘆
か
ず
、
采
女
を
し
か
と
見
て
お
か
な
か
っ
た
自
ら

の
行
為
に
対
し
て
の
み
「
悔
し
」
と
感
じ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て

「
夫
の
子
」
に
用
い
ら
れ
る
「
悔
し
」
は
、
采
女
の
死
を
回
避
で
き

な
か
っ
た
こ
と
へ
の
後
悔
を
志
向
し
て
い
る
と
指
摘
し
、「
話
者
の
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の
「
我
」
が
享
受
者
と
同
じ
視
点
に
立
つ
こ
と
で
当
該
歌
の
享
受
者

の
共
感
を
呼
ぶ
と
と
も
に
、
采
女
の
死
を
想
像
さ
せ
る
働
き
を
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
夫
の
心
情
に
寄
り
添
う
と
い
う
姿
勢
は
、
万
葉
集

の
他
の
挽
歌
に
も
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
は
「
け
む
」「
ら
む
」
と

い
う
推
量
の
助
動
詞
が
、
故
郷
を
離
れ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
挽
歌

に
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
が
異
常
死
を
遂
げ
た
者
へ
の
挽
歌

と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ

ら
異
常
死
を
遂
げ
た
者
へ
の
挽
歌
が
、
死
者
の
家
族
へ
と
思
い
を
馳

せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
恐
ら
く
当
該
歌
も
同
様
の
手
法

に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注⑴
『
全
註
釈
』
や
北
山
茂
夫
〔
一
九
七
二
〕
は
、
当
該
歌
は
近
江
朝
時
代

に
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
歌
だ
と
す
る
が
、
近
年
の
研
究
で
は
否
定
さ
れ
て

い
る
。こ
の
ほ
か
、多
く
の
研
究
が
澤
瀉
説
に
従
っ
て
い
る
。ま
た
、「
こ

の
人
麻
呂
の
挽
歌
（
吉
備
津
采
女
挽
歌
：
引
用
者
注
）
は
、
か
つ
て
近

江
時
代
に
話
題
の
美
女
で
あ
っ
た
采
女
の
死
が
持
統
朝
に
起
っ
た
の
を

歌
っ
た
も
の
」
と
い
う
秋
間
俊
夫
〔
一
九
七
六
〕（
一
三
一
三
頁
）
の

よ
う
な
説
も
あ
る
。

⑵
「
出
雲
娘
子
挽
歌
」（
四
二
九
・
四
三
〇
）
で
は
「
出
雲
娘
子
」
と
「
出

雲
の
児
ら
」
は
同
一
人
物
で
、
そ
の
出
身
が
出
雲
地
方
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
四
二
八
「
土ひ
じ
か
た
の
お
と
め

方
娘
子
」
の
挽
歌
も
同
様
に
、「
土
方

　

ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
歌
の
「
悔
し
」
と
「
さ
ぶ
し
」

が
表
す
「
我
」
と
「
夫
の
子
」
の
心
理
的
距
離
は
、
当
該
歌
の
享
受

者
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
我
」
が
自
ら
の
心

情
と
比
較
す
る
よ
う
に
「
夫
の
子
」
を
思
い
や
る
の
と
同
じ
で
、
聴

き
手
も
ま
た
、
自
ら
の
感
情
を
「
夫
の
子
」
の
そ
れ
と
比
較
し
、
采

女
に
先
立
た
れ
た
そ
の
心
情
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
該
歌
に
お
い
て
、「
悔
し
」
と
「
さ
ぶ
し
」
は

た
だ
心
情
を
表
す
だ
け
で
は
な
い
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

七
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
当
該
歌
の
解
釈
を
改
め
て
検
討
し
、
そ
れ
が

万
葉
集
の
挽
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
る
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

　

当
該
歌
は
、
全
編
に
わ
た
り
、
采
女
の
死
の
様
子
を
曖
昧
に
描
く
。

そ
し
て
、
そ
の
死
の
詳
細
を
語
る
よ
り
も
、「
夫
の
子
」
や
「
我
」

の
嘆
き
を
通
し
て
、
い
か
に
采
女
が
そ
の
死
を
惜
し
ま
れ
る
人
物
で

あ
っ
た
か
を
語
る
。
何
故
、
ど
の
よ
う
に
死
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
よ

り
も
、
そ
の
死
が
夫
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
嘆
か
れ
て
い
る
か
と
い

う
と
こ
ろ
に
重
点
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
の
悲
劇
性
が
効
果

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
さ
ぶ
し
」「
悔
し
」の
表
現
に
よ
り
、「
我
」と「
夫
の
子
」

の
心
情
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
語
り
手
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・
北
山
茂
夫
一
九
七
二　
「
そ
の
詩
人
的
前
歴
を
探
る
」『
柿
本
人
麻

呂
論
』
一
九
八
三
、
初
出
一
九
七
二
・
九

・
清
水
克
彦
一
九
六
二　
「
吉
備
津
采
女
死
せ
る
時
の
歌
」『
柿
本
人

麻
呂
―
作
品
研
究
―
』
一
九
六
五
、
初
出
一
九
六
二
・
一
〇

・
戸
谷
高
明
一
九
六
五　
「『
露
』『
露
霜
』」『
万
葉
景
物
論
』
二
〇

〇
〇
、
初
出
一
九
六
五
・
一
二

・
身
﨑
壽
一
九
八
二　
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
試
論
―
人
麻
呂
挽
歌
と

話
者
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
九
巻
第
一
一
号
、
一
九
八
二
・

一
一

・
身
﨑
壽
二
〇
〇
五　
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」『
人
麻
呂
の
方
法
―
―

時
間
・
空
間
・「
語
り
手
」』
二
〇
〇
五

・
村
田
右
富
実
二
〇
〇
四　
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
と

和
歌
史
』
二
〇
〇
四

（
岡
山
県
立
津
山
工
業
高
等
学
校　

教
諭
）

娘
子
」
は
「
土
方
」（
と
い
う
地
名
ま
た
は
氏
）
に
関
係
し
た
出
自
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
歌
も
同
じ
よ
う
に
考
え
た
い
。

［
参
考
引
用
文
献
］

・
秋
間
俊
夫
一
九
七
六　
「
人
麻
呂
と
近
江
」『
文
学
』
第
四
四
号
、

一
九
七
六
・
一
〇

・
伊
藤
博
一
九
七
六　
「
人
麻
呂
に
お
け
る
幻
視
」『
万
葉
集
の
表
現

と
方
法
』
下
、
一
九
七
六
、
初
出
一
九
七
六
・
四

・
上
野
理
一
九
八
五　
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
―
天
智
天
皇
悔
恨
の

歌
―
」『
人
麻
呂
の
作
歌
活
動
』
二
〇
〇
〇
、
初
出
一
九
八
五
・

一
〇

・
太
田
豊
明
二
〇
〇
八　
「『
吉
備
津
采
女
挽
歌
』
論
」『
か
ぎ
ろ
ひ
』

創
刊
号
、
二
〇
〇
八
・
九

・
大
谷
雅
夫
二
〇
一
一　
「
死
を
い
た
む
こ
と
ば
―
大
伴
君
熊
凝
、

吉
備
津
采
女
の
場
合
」『
万
葉
集
研
究
』
三
二
巻
、
二
〇
一
一
・
一
〇

・
澤
瀉
久
孝
一
九
五
六　
「
万
葉
の
虚
実
」『
万
葉
歌
人
の
誕
生
』
一

九
五
六
、
初
出
一
九
五
六
・
三

・
門
倉
浩
一
九
八
〇　
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
考
」『
古
代
研
究
』
第
一

一
号
、
一
九
八
〇
・
三

・
川
島
二
郎
一
九
八
三　
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
読
解
の
一
つ
の
試

み
」『
萬
葉
』
一
九
八
三
・
七

・
菊
川
恵
三
一
九
九
九　
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の

歌
人
と
作
品
』
第
三
巻
、
一
九
九
九


