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「
悲
恋
」
の
構
造

は
じ
め
に

　
万
葉
集
の
第
四
期
に
は
、
多
く
の
女
性
が
歌
を
作
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
た

ち
の
ほ
と
ん
ど
は
家
持
と
の
関
わ
り
の
中
で
歌
を
作
り
、
万
葉
集
に
そ
の
名
を
残

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
家
持
の
ま
わ
り
の
女
性
の
中
で
ひ
と
き
わ
異

彩
を
放
つ
と
さ
れ
る
の
が
笠
女
郎
と
よ
ば
れ
る
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
万
葉
集
中

に
二
十
丸
首
の
歌
を
残
す
が
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
家
持
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
わ
け
を
み
る
と
相
聞
は
巻
四
と
八
に
二
十
六
首
、
巻
三
の
比
喩
歌
に
三

首
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
彼
女
を
特
異
な
存
在
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
う
ち
、

相
聞
の
巻
で
あ
る
巻
四
に
「
大
伴
僧
称
家
持
に
贈
る
歌
」
と
し
て
二
十
四
首
ま
と

め
て
記
録
さ
れ
る
歌
群
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
に
対
し
て
は
家
持
か
ら
は
わ
ず

か
に
二
首
の
み
の
返
歌
し
か
な
く
、
こ
の
返
歌
が
家
持
か
ら
の
返
歌
す
べ
て
で
あ

る
と
い
う
点
に
よ
る
。
家
持
へ
歌
を
贈
っ
た
女
性
の
中
で
万
葉
集
中
に
返
歌
を
記

さ
な
い
女
性
も
い
る
も
の
の
、
二
十
四
首
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
歌
に
た
い
し
て
の

家
持
の
返
歌
の
数
か
ら
、
こ
の
女
性
－
笠
女
郎
－
は
家
持
か
ら
疎
ん
じ
ら
れ
た
、

悲
劇
の
女
性
と
い
う
み
か
た
が
一
般
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
歌
は
情
熱
的
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
従
来
、
こ
う
し
た
笠
女
郎
像
を
前
提
と
し
て
、
彼
女
の
歌
は
読
ま
れ
て
き
た
。

彼
女
の
歌
は
、
こ
の
二
十
四
首
の
牡
の
理
解
を
中
心
と
し
て
読
み
解
か
れ
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
歌
も
、
多
く
は
、
二
十
四
首
と
の
関
わ
り
で
と
ら
え
ら

浅
　
　
野

則

子

れ
て
い
る
。
二
十
四
首
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
歌
の
一
群
は
、
万
葉
集
で
は
確
か
に

一
人
の
作
と
し
て
は
異
例
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
笠
女
郎
の
歌
を
読
む
と

き
、
そ
の
数
と
ひ
と
ま
と
ま
り
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
、

彼
女
の
歌
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
い
て
な
い
と
い
う
の
が
今
ま
で
の
と

ら
え
方
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
歌
群
の
構
成
と
い
う
点
が
笠
女
郎

の
歌
の
論
の
中
心
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌
群
は
、
笠
女
郎
自
身
に

よ
っ
て
、
今
の
形
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
歌
の
相
手
で
あ
る
家
持
が
な
し
た
構

成
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
歌
の
相
手
で
あ
り
、
万
葉
集
の
編
纂
に

た
ず
さ
わ
っ
た
家
持
に
よ
る
歌
の
理
解
と
構
成
の
意
図
と
い
う
問
題
が
出
て
く

る
。
確
か
に
、
今
、
万
葉
集
に
残
さ
れ
て
い
る
形
で
彼
女
の
歌
を
読
も
う
と
す
る

と
き
、
私
た
ち
は
、
そ
の
歌
が
あ
る
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と

を
求
め
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
彼
女
の
歌
が
何
時
贈

ら
れ
た
か
と
い
う
実
体
を
超
え
て
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
う
る
表
現

を
持
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
二
十
四
首
の
歌
に
よ
っ
て
、

家
持
と
の
関
わ
り
の
中
で
特
別
な
存
在
と
な
る
笠
女
郎
の
実
体
は
、
ひ
と
ま
ず
お

き
、
万
葉
集
中
に
残
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
彼
女
の
歌
を
読
む
こ
と
で
、
家
持
の
手
に

よ
る
こ
と
を
考
え
つ
つ
、
万
葉
集
第
四
則
の
中
で
彼
女
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
位
置

に
あ
っ
た
の
か
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
が
、
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
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今
、
問
題
と
し
た
い
の
は
、
笠
女
郎
の
歌
の
う
ち
巻
四
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
次

の
歌
群
で
あ
る
。

①
わ
が
形
見
見
つ
つ
思
は
せ
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
わ
れ
も
思
は
む

②
白
鳥
の
飛
羽
山
根
の
待
ち
つ
つ
そ
わ
が
恋
ひ
わ
る
こ
の
月
ご
ろ
を

③
衣
手
を
打
廻
の
単
に
あ
る
わ
れ
を
知
ら
に
そ
人
は
待
て
ど
来
ず
け
る

①
あ
ら
た
ま
の
年
の
経
ぬ
れ
ば
今
し
は
と
勤
ま
わ
が
背
子
わ
が
名
告
ら
す
な

⑤
わ
が
思
を
人
に
知
る
れ
や
上
声
開
き
明
け
つ
と
夢
に
し
見
ゆ
る

⑥
闇
の
夜
に
鳴
く
な
る
鶴
の
外
の
み
に
間
き
つ
つ
か
あ
ら
む
逢
ふ
と
は
な
し
に

⑦
君
に
恋
ひ
甚
も
術
な
み
平
山
の
小
松
が
下
に
立
ち
嘆
く
か
も

⑧
わ
が
屋
戸
の
夕
影
草
の
白
露
の
消
ぬ
が
に
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も

⑨
わ
が
命
の
全
け
む
限
り
忘
れ
め
や
い
や
日
に
異
に
は
思
ひ
益
す
と
も

⑩
爪
白
目
行
く
浜
の
沙
も
わ
が
恋
に
あ
に
益
さ
ら
じ
か
沖
つ
島
守

⑤
う
っ
せ
み
の
人
目
を
繁
み
石
橋
の
間
近
き
人
に
恋
わ
た
る
か
も

⑩
恋
に
も
そ
人
は
死
に
す
る
水
無
瀬
河
下
ゆ
わ
れ
痩
す
月
に
日
に
異
に

⑩
朝
霧
の
お
ほ
に
相
見
し
人
ゆ
ゑ
に
命
死
ぬ
べ
く
恋
ひ
わ
た
る
か
も

⑩
伊
勢
の
海
の
磯
も
と
ど
ろ
に
寄
す
る
並
恐
き
人
に
恋
ひ
渡
る
か
も

⑤
情
ゆ
も
吾
は
思
は
ざ
り
き
山
河
も
隔
た
ら
な
く
に
か
く
恋
ひ
む
と
は

⑩
夕
さ
れ
ば
も
の
思
ひ
益
さ
る
見
し
人
の
こ
日
間
ふ
姿
㈲
影
に
し
て

⑤
思
ふ
に
し
死
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
干
遍
そ
わ
れ
は
死
に
返
ら
ま
し

⑩
剣
尺
刀
身
に
取
り
副
と
夢
に
見
つ
如
何
な
る
径
そ
も
君
に
相
は
せ
む

⑩
天
地
の
神
の
理
な
く
は
こ
そ
わ
が
思
ふ
μ
‥
に
逢
は
ず
死
に
せ
め

⑩
我
も
思
ふ
人
も
な
忘
れ
お
ほ
な
わ
に
浦
吹
く
風
の
削
む
時
な
か
れ

⑤
待
人
を
寝
よ
と
の
鐘
は
打
つ
な
れ
ど
君
を
し
思
へ
ば
寝
ね
か
て
ぬ
か
も

⑩
相
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
は
犬
寺
の
餓
鬼
の
後
に
額
づ
く
が
ご
と

⑩
情
ゆ
も
我
は
思
は
ざ
り
き
ま
た
さ
ら
に
わ
が
故
郷
に
巡
り
来
む
と
は

⑩
近
く
あ
ら
ば
見
ず
と
も
あ
ら
か
を
い
や
遠
く
君
が
座
さ
ば
あ
り
か
つ
ま
し
に
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先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
従
来
は
こ
の
歌
群
に
対
し
て
、
構
成
の
問
題
が
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
。
人
の
女
性
の
恋
の
は
じ
ま
り
の
部
分
か
ら
、
相
手
の

態
度
に
惑
い
、
悩
み
、
や
が
て
は
、
あ
き
ら
め
て
い
く
と
い
う
過
程
を
読
む
こ
と

が
で
き
る
。
構
造
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
わ
か
れ
る
も
の
の
、
女
性
の
恋
を
時
間

を
追
っ
て
見
て
い
る
と
言
う
点
で
は
、
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
歌
群
が
、

近
藤
信
義
氏
が
こ
の
歌
群
は
笠
女
郎
が
家
持
と
い
う
男
性
に
贈
っ
た
順
序
は
全

く
、
実
際
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
歌
そ
の
も
の
は
、
笠
女
郎
の

も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
彼
女
が
家
持
に
贈
っ
た
時
点
と
は
前
後
関
係
、
も

し
く
は
、
配
列
が
児
ハ
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
今
、
こ
こ
で
、
歌
群
の
構
成
に
つ
い
て
触
れ
る
準
備
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
構
成
的
な
も
の
を
読
む
こ
と
が
可
能

な
の
は
歌
群
の
配
流
が
統
一
さ
れ
た
発
想
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ

り
、
そ
の
発
想
と
は
、
こ
の
歌
群
が
一
人
の
女
性
の
恋
の
段
階
を
歌
に
よ
っ
て
表

し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
歌
群
の
中
か
ら
読
み
と
れ
る
時
間
の
経
過
に
他
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
初
め
の
部
分
か
ら
見
て
い
く
と
、
ま
ず
、
①
で
の
「
見
つ
つ
思

は
せ
」
と
相
手
へ
の
要
求
し
つ
つ
、
「
わ
れ
も
思
は
む
」
と
す
る
よ
う
に
、
そ
こ

に
は
離
れ
て
い
て
も
、
互
い
に
相
手
を
確
か
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
頼

が
あ
る
。
そ
れ
は
②
の
「
持
つ
」
と
い
う
態
度
へ
と
引
き
継
が
れ
る
が
相
手
を
持

つ
態
度
は
、
③
の
よ
う
に
相
手
の
来
訪
が
な
く
と
も
、
自
分
の
い
る
場
所
を
「
知

ら
」
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
す
る
よ
う
に
、
相
手
の
心
変
わ
り
は
疑

っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
①
で
は
、
二
人
が
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
「
わ

が
名
告
ら
す
な
」
と
他
人
に
し
ら
れ
る
な
と
願
う
。
こ
の
あ
た
り
は
、
確
か
に
、

ま
だ
、
信
頼
関
係
が
あ
る
も
の
と
し
て
の
歌
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

が
、
次
第
に
、
⑦
の
よ
う
に
「
甚
も
術
な
み
」
と
な
っ
て
い
き
、
相
手
へ
の
強
い

要
求
よ
り
も
⑧
の
歌
で
の
「
消
ぬ
が
に
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
と
む
し
ろ
自
ら

の
恋
の
悲
し
さ
に
沈
ん
で
い
く
。
さ
ら
に
、
男
性
が
来
な
い
こ
と
を
白
‥
ら
の
場
所

２
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を
知
ら
な
い
か
ら
と
歌
う
③
と
異
な
り
、
⑥
で
は
、
「
間
近
き
」
場
所
で
あ
っ
て

も
訪
れ
な
い
相
手
へ
の
思
い
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
や
が
て
、
⑩
に
お

い
て
「
山
河
も
隔
た
ら
な
く
に
」
と
い
う
よ
う
に
、
わ
ず
か
の
距
離
な
の
に
、
相

手
は
訪
れ
な
く
な
る
状
態
と
な
る
が
、
そ
れ
は
「
情
ゆ
も
が
は
思
は
ざ
り
き
」
と

い
う
よ
う
に
、
歌
の
中
の
女
性
に
は
、
が
っ
て
は
、
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
嘆
き
は
、
⑩
の
歌
の
よ
う
に
「
天
地
の
神
」

へ
の
願
い
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
も
は
や
、
直
接
相
手
に
は
期
待
で
き
な
い
と
い

う
不
信
感
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
訪
れ
な
い
男
性
－
か
な
わ
な
い
思
い
ー
に

対
し
て
、
つ
い
に
は
、
⑩
の
歌
で
は
「
相
思
は
ぬ
」
と
い
う
歌
い
方
と
な
る
。
女

性
は
、
相
手
へ
の
思
い
の
空
し
さ
を
、
万
葉
集
唯
一
の
例
で
あ
る
「
犬
寺
の
餓
鬼
」

と
言
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
自
嘲
的
に
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
本
来
は
あ
り
か
た
い

も
の
で
あ
る
犬
寺
の
「
仏
」
は
歌
わ
ず
、
餓
鬼
道
に
落
ち
た
も
の
に
「
額
づ
く
」

と
歌
う
こ
と
で
、
彼
女
は
、
恋
の
空
し
さ
を
歌
う
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
恋
の

行
方
は
、
最
後
の
二
首
へ
と
む
か
う
が
、
そ
こ
で
は
、
既
に
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
相
手
に
対
す
る
希
求
は
す
で
に
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
実
体
と
し
て
の
笠
女
郎
と
家
持
と
の
恋
は
お
く
と
し
て
も
、
歌
群
の
中
の
女
性

は
、
相
手
と
コ
茨
は
結
ば
れ
、
互
い
に
心
を
交
わ
し
あ
い
つ
つ
も
、
途
中
自
ら
の

移
動
に
よ
る
隔
た
り
、
そ
し
て
相
手
の
心
変
わ
り
に
よ
っ
て
恋
の
終
わ
り
へ
と
向

か
う
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
。
人
の
女
性
の
恋
の
過
程
が
悲
恋
と
い
う

形
を
と
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
家
持
に
贈
っ
た
時
期
は
必
ず
し
も
同

じ
で
は
な
く
、
時
期
に
変
動
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、
女
性
の
恋

を
時
間
を
追
っ
て
読
む
よ
う
に
形
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
歌
群
の
構
成
は
、
歌
の
表
現
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
女
性
像
と
あ
い
ま

っ
て
、
笠
女
郎
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
⑧
で
自
ら
を
夕
方
の
淡

い
光
の
な
か
の
草
の
上
の
「
露
」
と
す
る
と
い
う
表
現
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
は
か

な
さ
、
さ
ら
に
は
、
恋
に
よ
っ
て
「
痩
せ
る
」
と
歌
う
⑩
の
歌
の
中
や
、
「
命
死

ぬ
べ
く
恋
わ
た
る
」
と
い
う
⑩
、
「
千
遍
そ
わ
れ
は
死
に
返
ら
ま
し
」
と
い
う
⑤
、

さ
ら
に
は
「
逢
は
ず
死
に
せ
め
」
と
い
う
⑩
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
死
」

と
い
う
表
現
の
多
様
か
ら
見
る
「
激
し
さ
」
と
し
て
、
理
解
を
ひ
ろ
げ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
従
来
、
歌
の
作
者
と
し
て
の
笠
女
郎
に
つ
い

て
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
催
か
に
、
笠
女
郎
が
こ
う
し
た
歌
歌
を

作
っ
て
、
家
持
に
贈
っ
た
と
し
て
も
、
今
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
歌
詳
の
中

の
歌
と
、
実
体
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
家

持
が
作
り
ト
げ
た
「
笠
女
郎
」
と
い
う
歌
の
中
の
女
性
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

笠
女
郎
は
白
‥
ら
が
作
っ
た
歌
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
中
に
家
持
の
于
で
新
た
な
姿
を

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
て
い
っ
た
時
、
そ
の
歌
群
に
対
し
て
の
家

持
の
返
歌
も
ま
た
、
そ
の
姿
に
大
き
く
影
響
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
家
持
の

返
歌
を
見
て
い
き
た
い
。

一

一

-

　
こ
の
Ｉ
．
十
四
百
の
な
か
で
最
後
の
二
首
に
つ
い
て
は
「
右
の
二
首
は
、
相
別
れ

し
後
に
更
来
贈
れ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
笠
女
郎
の
歌
群
の
中
で
は
、
恋
の
最

後
の
段
階
と
さ
れ
て
い
る
首
二
万
の
歌
で
あ
る
。
歌
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
首
で
は

歌
の
作
者
で
あ
る
女
性
は
「
故
郷
」
に
心
な
ら
ず
も
戻
り
、
そ
れ
絞
首
で
は
相
手

と
遠
く
な
っ
て
逢
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
首
を
も
っ
て

歌
群
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
歌
で
は
、
「
間
近
き
人
」
と
歌
う
⑩
や

　
「
山
河
も
隔
た
ら
な
く
に
か
く
恋
ひ
む
と
は
」
と
い
う
⑤
の
歌
の
よ
う
に
、
近
く

て
も
逢
え
な
い
と
い
う
嘆
き
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
で
は
、
歌
に
よ

る
と
「
近
く
あ
ら
ば
見
ず
と
も
あ
ら
む
を
い
や
遠
く
君
が
座
さ
ば
」
と
い
う
よ
う

に
、
彼
女
の
い
る
場
所
と
相
手
の
い
る
場
所
は
遠
く
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
、
女
性
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
、
相
手
と
の
関
係
が
遠
く
な
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
「
故
郷
」
へ
戻
る
と
い
う
、
不
可
抗
力
と
も
言
う
べ
き
理
由
、

つ
ま
り
自
ら
の
せ
い
で
は
な
く
、
相
手
の
せ
い
で
も
な
い
、
こ
と
に
よ
っ
て
相
手

と
の
仲
が
決
定
的
な
終
焉
を
迎
え
た
と
み
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
、
二
言
の
他
の
部
分
か
ら
離
れ
た
歌
の
後

３
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に
、
家
持
が
返
歌
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
万
葉
集
は
「
犬
伴
僧
称
家
持
の
和

へ
た
る
歌
二
首
」
と
し
て
記
し
て
い
る
。

⑤
今
更
に
妹
に
返
は
め
や
と
思
へ
か
も
こ
こ
だ
わ
が
胸
い
ぶ
せ
く
あ
る
ら
む

⑩
な
か
な
か
は
黙
も
あ
ら
ま
し
を
な
ま
じ
ひ
に
常
に
思
へ
り
あ
り
そ
か
ね
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
∇
Ａ
一

　
形
の
上
で
は
、
笠
女
郎
の
「
大
伴
宿
称
家
持
に
贈
る
ニ
ト
四
首
」
に
対
す
る
家

持
の
返
歌
に
他
な
ら
な
い
。
二
十
四
首
と
い
う
女
性
の
歌
に
対
し
て
こ
の
二
首
と

い
う
数
の
少
な
さ
故
に
、
彼
女
が
家
持
に
疎
ま
れ
て
い
た
と
い
う
一
般
の
と
ら
え

方
が
う
ま
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
は
、
全
体
の
歌
群
に
対
し
て
、
家
持
は
、
こ
の
二
首
を
以
て
「
和

へ
」
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
持
の
手
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
れ
ら
の
歌
詳
を
読
む
と
き
、
個
々
の
歌
は
、
違
う
時
に
贈
ら
れ
た
と
し
て
、

笠
女
郎
の
他
の
巻
の
歌
と
の
関
係
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
本

来
、
笠
女
郎
が
家
持
に
贈
っ
た
形
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
家
持
が
、
ま

と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
笠
女
郎
の
歌
を
記
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
繰
り
返
せ
ば
、
二
十
四
首
は
、
歌
群
と
し
て
、
そ
の
は
じ
め
か
ら
、
流
れ
に

従
っ
て
読
む
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

対
す
る
、
家
持
の
返
歌
が
先
の
二
言
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
家
持
は
、
笠
女
郎
の
こ

の
歌
群
の
時
間
の
流
れ
す
べ
て
を
引
き
受
け
、
そ
れ
に
対
し
て
、
返
歌
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
⑤
の
家
持
の
歌
で
、
彼
は
、
「
今
更
に
妹
に
遂
は
め
や
」

と
歌
い
、
二
人
は
も
う
、
返
う
こ
と
は
な
い
と
言
い
、
更
に
⑩
で
は
、
「
相
見
そ

め
け
む
遂
げ
ざ
ら
ま
く
に
」
と
二
人
の
恋
は
完
全
に
終
わ
っ
た
と
し
て
い
る
。
笠

女
郎
の
歌
を
受
け
て
、
遠
く
は
な
れ
た
た
た
め
に
、
二
人
は
逢
う
こ
と
が
で
き
ず
、

終
焉
を
迎
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
笠
女
郎
の
歌
と
同
様
に
、
互
い

の
心
の
問
題
は
歌
わ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
に
歌
を
贈
っ
た
こ
の
女
性
は
、
歌
群
の

中
で
、
彼
を
求
め
、
そ
の
心
が
自
ら
へ
と
む
か
な
い
、
い
ら
だ
ち
を
歌
っ
た
も
の

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
を
返
す
男
性
と
し
て
の
家
持
は
、
そ
れ
に
は
ふ
れ

ず
、
最
後
の
部
分
に
答
え
る
と
い
う
形
を
と
る
。
家
持
は
こ
こ
で
、
相
手
の
歌
か

ら
恋
の
終
わ
り
を
読
み
と
り
、
終
わ
っ
た
恋
の
相
手
と
し
て
、
歌
群
の
女
性
を
位

置
づ
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
『
評
釈
』
で
「
一
切
を
過
去
の
こ
と
と
し
て
し
ま

ひ
、
そ
れ
に
対
し
て
悔
の
心
を
云
つ
て
ゐ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
相
手
の
歌
を
使

っ
て
、
二
人
の
悲
恋
を
仕
立
て
て
、
自
ら
を
、
そ
の
相
手
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
実
体
と
し
て
の
家
持
の
恋
を
越
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
笠
女
郎
の
歌
群
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
家
持
の
返
歌
を
歌
と
し
て

読
む
限
り
、
そ
こ
に
は
、
二
人
の
実
体
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
必
ず
し
も
、
従
来
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
笠
女
郎
と
い
う
女
性
に
対
し
て
の
、
家
持
と
い
う
男
性
の
恋
の

あ
り
方
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

　
万
葉
集
か
ら
見
る
限
り
、
笠
女
郎
の
実
体
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
確
か
な
こ
と

は
、
家
持
が
一
つ
の
恋
の
話
を
作
り
上
げ
る
だ
け
の
内
容
の
歌
歌
を
彼
に
贈
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
笠
女
郎
の
歌
は
、
家
持
に
贈
ら
れ
た
時
点
の

そ
の
ま
ま
の
形
で
は
な
く
、
意
図
を
も
っ
て
、
彼
女
の
歌
か
ら
、
現
状
の
よ
う
に

作
り
上
げ
ら
れ
、
全
体
を
通
し
て
、
∵
人
の
女
性
の
恋
の
状
況
と
し
て
読
み
と
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
群
か
ら
、
笠
女
郎
と
い
う
、
女
性
そ

の
も
の
を
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
歌
の
作
者
と
し
て
の
存
在
を
と
ら
え
る
べ

き
で
あ
る
。
清
水
明
美
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
歌
群
と
し
て
の

構
成
が
可
能
な
の
は
、
彼
女
の
歌
が
歌
わ
れ
た
背
景
を
お
い
て
も
、
享
受
さ
れ
る

表
現
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
家
持
と
は
歌
の
世
界
の
共
有
と
い
う

点
か
ら
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
時
、
家
持
周
辺
の
女
性
達

に
対
す
る
従
来
の
視
点
を
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
家
持
の
周
辺
の
女
性
達
を
見
た
場
合
、
記
録
の
偏
り
も
あ
る
が
、
歌
を
返
さ
れ

て
い
な
い
の
は
、
大
神
女
郎
、
中
臣
女
郎
、
河
内
百
彼
娘
子
、
粟
田
女
娘
子
、
平

群
氏
娘
子
、
山
口
女
王
の
六
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
女
性
達
の
う
ち
、

４
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「
娘
子
」
と
よ
ば
れ
る
女
性
は
、
家
持
と
の
身
分
の
違
い
を
問
題
と
さ
れ
、
身
分

の
差
に
よ
っ
て
、
初
め
か
ら
結
ば
れ
る
こ
と
が
前
提
で
は
な
い
「
悲
恋
」
と
し
て

扱
わ
れ
、
「
女
王
」
や
「
郎
女
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
と
は
別
の
あ
り
方
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「

り
あ
う
家
柄
で
は
あ
っ
た
も

「
郎
女
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
は
、
家
持
と
つ

圭
に
恋
歌
を
か
わ
し
た
時
期
的
な
も
の
か

ら
、
家
持
の
心
を
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

家
持
の
周
辺
で
、
家
持
か
ら
の
返
歌
が
な
い
女
性
た
ち
は
、
家
持
と
の
実
際
の
恋

の
関
わ
り
で
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
家
持
の
結
婚
と
い
う
実
体
も
関

わ
り
、
家
持
が
女
性
と
し
て
の
「
一
対
」
と
な
る
べ
き
女
性
を
も
と
め
て
、
恋
歌

を
交
わ
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
恋
歌
と
し
て
万
葉
集
に
載
せ
ら

れ
、
そ
れ
が
家
持
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
歌
の
中
で
は
、
恋
が
語
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
彼
女
達
の
家
特
に
よ
せ
る
息
い
が
実
際
に
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
女
性
達
は
、
歌
の
表
現
の
あ
り
か
た
よ
り
も
、

若
き
家
持
の
実
像
を
考
え
る
場
合
に
恋
の
相
手
と
言
う
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
そ
の
経
歴
が
明
ら
か
で
あ
る
女
性
達
は
、
歌
に
表

現
さ
れ
た
世
界
か
ら
家
持
と
の
関
わ
り
が
み
ら
れ
て
い
る
。
家
持
の
叔
母
で
あ
る

犬
伴
坂
卜
郎
女
、
紀
女
郎
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
述
し
て

い
る
の
で
、
た
だ
要
点
を
の
べ
る
に
と
ど
め
た
い
が
、
ま
ず
、
坂
上
郎
女
の
場
合

は
、
そ
れ
が
歌
の
表
現
上
は
、
男
女
の
恋
歌
で
あ
っ
て
も
、
両
者
の
関
係
が
あ
き

ら
か
で
あ
る
た
め
、
決
し
て
、
歌
の
世
界
と
重
ね
て
理
解
す
る
こ
と
は
さ
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
家
持
が
越
中
守
と
し
て
赴
任
し
た
時
に
交
わ
し
て
い
る
歌
を
見
て
み

箆
）
常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
余
り
に
て
わ
れ
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず
や

訪
片
息
を
馬
に
ふ
つ
ま
に
負
せ
持
て
坑
道
に
遺
ら
ば
人
か
た
は
む
か
も

⑩
天
ざ
か
る
鄙
の
奴
に
天
人
し
か
く
恋
ひ
す
ら
ば
生
け
る
験
あ
り

⑩
常
の
恋
い
ま
だ
止
ま
ぬ
に
都
よ
り
馬
に
恋
ひ
来
ば
荷
ひ
堪
へ
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
八
－
四
〇
八
〇
上
二

　
⑤
と
⑩
は
坂
上
郎
女
、
⑩
⑩
は
家
持
の
も
の
で
あ
る
。
歌
の
世
界
で
は
男
女
で

あ
り
、
心
情
は
「
恋
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
。
首
で
坂
上
部
女
は
「
恋
」
の

た
め
に
「
死
」
に
そ
う
に
な
る
と
い
い
、
そ
れ
を
次
の
歌
で
は
、
家
持
の
元
に
贈

る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家
持
は
そ
の
「
恋
」
を
「
生
け
る
験
」
ほ
ど
う
れ

し
い
と
し
つ
つ
も
、
贈
ら
れ
て
く
る
の
は
迷
惑
だ
と
ち
ら
つ
か
せ
る
が
、
そ
れ
は
、

す
で
に
自
ら
が
「
常
の
恋
」
を
し
て
い
る
と
し
て
、
相
手
の
思
い
は
忘
れ
ず
に
歌

う
。
歌
は
恋
歌
で
し
か
な
い
も
の
の
両
者
の
関
係
か
ら
こ
こ
に
は
、
歌
の
文
化
圏

と
も
い
う
べ
き
、
共
通
の
理
解
背
景
を
持
つ
男
女
の
あ
り
か
た
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
歌
の
上
で
の
男
女
と
い
う
の
は
ま
た
、
紀
女
郎
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

⑥
戯
奴
が
た
め
わ
が
手
も
す
ま
に
春
の
野
に
抜
け
る
茅
花
そ
食
し
て
肥
え
ま
せ

⑩
昼
は
咲
き
夜
は
恋
ひ
寝
る
合
歓
木
の
花
君
の
み
見
め
や
戯
奴
さ
へ
に
見
よ

⑩
わ
が
君
に
戯
奴
は
恋
ふ
ら
し
賜
り
た
る
茅
花
を
喫
め
ど
い
や
痩
せ
に
痩
す

⑩
吾
妹
子
が
形
見
の
合
歓
木
は
花
の
み
に
咲
き
て
け
だ
し
く
実
に
な
ら
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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こ
れ
ら
の
歌
は
巻
ハ
の
春
の
相
問
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
紀
女
郎
は
ま
ず
、
「
戯

奴
」
と
相
手
を
呼
び
、
自
ら
は
「
君
」
と
す
る
歌
の
中
で
の
上
下
関
係
を
作
る
が

そ
こ
に
は
⑩
の
歌
の
「
合
歓
木
」
の
花
に
合
ま
れ
る
共
寝
へ
の
願
い
が
あ
る
。
そ

れ
を
受
け
た
家
持
は
自
分
の
側
の
恋
心
を
強
調
し
、
相
手
の
不
実
を
せ
め
る
と
い

う
恋
歌
の
パ
タ
ー
ン
で
歌
い
終
え
る
。
こ
の
贈
答
は
、
男
女
間
に
上
下
関
係
を
い

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
あ
き
ら
か
な
歌
世
界
に
お
い
て
作
り
上
げ
た
男
女
の
特
殊
な

世
界
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
歌
は
、
歌
そ
の
も
の
が
恋
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
、
決
し
て
、
実
体
に
戻
さ
れ
る
こ
と
な
く
扱
わ
れ
て
い
る
。
家
持
は
周
り
の
女

性
達
と
、
実
体
に
か
か
わ
ら
ず
、
歌
の
中
で
共
通
の
背
景
を
も
ち
つ
つ
、
男
女
と

し
て
の
世
界
を
築
き
、
そ
れ
に
よ
る
文
化
圏
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
う
し
た
歌
の
表
現
世
界
に
お
け
る
男
女
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
妻
と

な
っ
た
坂
七
人
嬢
と
の
歌
に
も
ま
た
、
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
彼
女
と
の
贈
答
の
う
ち
結
婚
の
直
前
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
、
「
離
り
絶
ゆ
る

５
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こ
と
あ
ま
た
年
に
し
て
、
復
だ
会
ひ
て
相
間
往
来
せ
り
」
と
注
が
つ
く
二
首
の
家

持
の
歌
か
ら
は
じ
ま
り
、
大
雄
の
歌
を
い
れ
つ
つ
最
後
は
家
持
の
ト
五
首
で
終
わ

る
七
二
七
か
ら
七
五
五
ま
で
の
歌
群
で
あ
り
、
結
婚
へ
と
向
か
う
男
女
が
歌
の
世

界
で
両
者
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ふ
。
そ
れ
は
、
実
際
の
結
婚
が
前
提

で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
恋
の
障
害
を
乗
り

越
え
る
歌
を
い
れ
て
、
恋
の
成
就
ま
で
の
時
間
的
経
過
を
追
う
形
を
と
っ
て
い

る
。

俗
人
も
な
き
国
も
あ
ら
ぬ
か
吾
妹
子
と
携
ひ
行
き
て
副
ひ
て
を
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
持
　
四
ｉ
七
二
八

俗
逢
は
む
夜
何
時
も
あ
ら
む
を
何
す
と
か
か
の
夕
あ
ひ
て
言
の
繁
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
嬢
　
四
－
七
三
〇

⑤
わ
が
名
は
も
千
名
に
石
臼
名
に
立
ち
ぬ
と
も
君
が
名
立
た
ば
借
し
み
こ
そ
泣
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犬
嬢
　
四
－
七
三
一

俗
今
し
ば
し
名
の
借
し
け
く
も
わ
れ
は
烈
し
妹
に
よ
り
て
は
千
た
び
立
つ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
持
　
四
－
七
三
二

俗
恋
死
な
む
そ
こ
も
同
じ
そ
何
せ
む
に
人
目
他
言
言
痛
み
わ
が
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
持
　
四
ｉ
七
四
八

　
⑩
は
家
持
の
歌
。
「
人
も
な
き
国
」
に
行
き
た
い
と
は
、
二
人
を
妨
害
す
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
に
し
め
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
次
の
天
壌
の
⑩
の
歌

の
「
言
の
繁
し
」
と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
人
目
は
噂
と
な
っ
て
、

二
人
が
歌
う
⑤
、
⑩
の
よ
う
に
「
名
が
立
つ
」
と
し
て
Ｉ
．
人
を
苫
し
め
、
⑩
の
家

持
の
「
恋
死
ぬ
」
こ
と
に
至
り
会
う
こ
と
の
難
し
さ
と
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た

障
害
を
乗
り
越
え
た
関
係
こ
そ
が
強
い
結
び
つ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
ご
朕
の
間
で
、
勧
め
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
決
し

て
反
対
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
Ｉ
人
の
結
婚
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
人
の
噂
、
妨
害

を
乗
り
越
え
た
も
の
と
し
て
歌
の
他
界
で
は
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
理

想
化
さ
れ
た
歌
の
世
界
が
み
ら
れ
、
必
ず
し
も
実
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
家
持
は
、
自
ら
の
結
婚
に
関
わ
る
歌
の
世
界
す
ら
も

構
成
し
、
歌
の
世
界
の
な
か
で
理
想
的
な
結
婚
と
し
て
固
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
限
り
必
ず
し
も
そ
こ
か
ら
実
際
の
恋
そ
の
も
の
に
結
び
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
歌
の
世
界
が
家
持
の
周
辺
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ

れ
は
家
持
の
周
辺
に
広
が
る
恋
歌
を
中
心
と
し
た
文
化
圏
と
も
よ
べ
る
も
の
で
あ

る
。
家
持
に
歌
を
贈
っ
て
い
る
以
上
、
た
と
え
、
万
葉
集
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
彼

か
ら
の
返
歌
が
な
く
と
も
、
家
持
の
歌
の
文
化
圏
に
存
在
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
家
持
の
こ
う
い
っ
た
歌
の
あ
り
方
を
中
西
進
氏
は
、
犬
伴
坂
上
部
女
か

ら
引
き
継
が
れ
た
女
性
の
歌
の
文
化
圏
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
あ
り
か
た

か
ら
、
ひ
と
り
笠
女
郎
の
み
を
は
ず
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
笠
女
郎
は
、
家
持
の
歌
の
世
界
と
共
有
す
る
も
の
を
持
ち
え
た
が
た

め
に
歌
の
内
容
は
女
性
と
し
て
の
笠
女
郎
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
歌
と
し
て
独
立

し
て
理
解
さ
れ
、
彼
の
于
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
の
中
に
歌
の
女
性
と
し
て
新
た
な

像
を
結
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
笠
女
郎
は
、
家
持
に
歌
を
贈
っ
た
多
く
の
女
性
の
中
で
も
特
別
な
存
在
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
丁
人
の
女
性
の
恋
の
経
過
が
歌
群
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
歌
の
表
現
に
「
個
性
」
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に

よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
彼
女
の
歌
か
ら
は
、
同
時
代
的
な
発
想
、
表
現
を
基

盤
と
し
つ
つ
、
新
し
い
方
向
へ
と
向
か
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
点
が
恋

の
相
手
と
し
て
で
は
な
く
、
歌
を
編
纂
す
る
家
持
の
目
に
と
ま
り
、
今
の
よ
う
な

形
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
家
持
が
歌
群
と
し
て
構
成
し
う
る
と
し
た
歌
の
表

現
は
、
個
人
と
し
て
の
自
分
に
贈
ら
れ
た
歌
の
背
景
を
取
り
去
っ
て
も
な
お
、
い

や
、
取
り
払
っ
た
時
に
こ
そ
、
歌
そ
の
も
の
と
し
て
の
世
界
が
ひ
ろ
が
り
、
家
持

の
想
像
力
を
喚
起
し
た
と
い
え
よ
う
。
歌
が
そ
の
背
景
を
拭
い
さ
っ
た
時
、
そ
れ

６
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は
、
背
景
に
助
け
ら
れ
る
一
回
性
の
歌
の
世
界
か
ら
離
れ
、
歌
の
表
現
そ
の
も
の

が
も
っ
て
い
る
共
通
の
世
界
へ
と
も
ど
っ
て
い
く
こ
と
を
こ
う
し
た
構
成
か
ら
も

家
持
が
証
明
し
て
み
せ
た
と
い
え
る
。
笠
女
郎
の
歌
は
家
持
に
よ
っ
て
、
世
界
を

作
り
に
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
点
に
お
い
て
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
家
持
の

文
化
圏
の
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
背
景
か
ら
離
れ
た
歌
の
独
立
性
を
見
た
場

合
、
そ
れ
は
、
万
草
生
の
時
代
の
み
な
ら
ず
、
後
の
時
代
と
の
共
有
を
も
も
ち
あ

わ
せ
て
い
た
こ
と
は
、
類
題
和
歌
集
と
し
て
、
歌
を
細
か
く
分
類
し
た
『
ぃ
目
今
六

帖
』
に
多
数
の
歌
が
入
渠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
明
で
き
よ
う
。
『
七
日
介
入
帖
』

で
は
笠
女
郎
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
項
目
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
歌
群
の
中
に
作
ら
れ

た
女
性
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
他
の
作
者
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
一
首
一
首
の
歌

の
中
で
理
解
を
求
め
る
作
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
人
と
し
て
の
一
人
歩

き
は
『
古
今
人
帖
』
を
待
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
時
代
の
中
で
「
悲
恋
」
の
女
性
と
な
っ
た
笠
女
郎
は
後
の
時
代
の
歌
の
匪
界
で

ま
た
、
異
な
っ
た
姿
を
現
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

壮士
笠
女
郎
の
歌
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
時
は
た
と
え
ば
「
情
熱
的
で
大
胆
」
（
北
山
茂
夫
氏
『
大

　
伴
家
持
』
　
▽
几
七
一
年
）
「
燃
え
て
身
を
焼
く
恋
の
炎
」
（
山
崎
馨
氏
「
笠
女
郎
の
歌
」
『
万
面

　
集
を
学
ぶ
』
単
。
集
一
九
じ
八
千
）
な
ど
と
、
。
‥
っ
た
言
聖
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。

②
取
り
に
げ
勺
に
一
回
ヅ
目
の
検
収
に
つ
い
て
は
久
松
潜
一
氏
の
論
を
唱
矢
と
し
て
、
多
く
の
反

　
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
野
寛
氏
が
他
の
説
を
あ
げ
て
詳
し
い
表
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に

　
よ
る
と
、
だ
い
た
い
時
間
を
追
っ
て
、
同
期
か
ら
五
明
に
か
け
て
考
え
て
い
る
。
小
野
寛
氏

　
　
「
笠
女
郎
歌
群
の
構
造
」
『
学
習
院
女
子
短
期
入
学
紀
要
』
弟
ヒ
‥
ゲ
ー
九
Ｌ
Ｏ
年
・
久
松
潜
。

　
氏
「
笠
女
郎
に
つ
い
て
」
『
ト
代
文
学
論
考
　
七
』
　
一
九
じ
匹
。
年

子
「
笠
次
郎
の
匪
賜
－
夢
の
歌
を
中
心
に
ー
」
『
万
聖
歌
人
倫
―
そ
の
問
題
点
を
さ
ぐ
る
』
。
九

　
八
七
年

①
小
野
・
竟
氏
は
歌
群
の
ミ
レ
叩
ヅ
目
と
そ
れ
以
外
の
笠
女
郎
の
歌
す
べ
て
を
時
期
的
に
と
ら
え
よ

　
う
と
し
て
お
り
、
こ
の
歌
群
以
外
の
歌
を
歌
群
の
中
に
「
戻
す
」
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
「
笠

　
女
郎
の
曹
船
歌
と
季
節
歌
」
『
論
更
に
代
見
学
』
第
瓦
厨
．
ま
た
、
伊
佐
匝
氏
は
劈
‥
船
歌
、
巻

　
八
の
相
聞
歌
の
う
ち
の
ｙ
ハ
．
六
斎
歌
が
こ
の
歌
詳
の
前
に
位
置
し
て
い
た
と
す
る
．
「
づ

　
箭
集
の
歌
詐
と
配
列
」
　
．
九
九
〇
年

⑤
守
に
田
空
穂
氏
『
．
力
縦
果
評
釈
』
（
．
九
八
斤
年
）
．
家
持
の
六
．
ミ
斎
歌
の
1
1
1
1
評
」
の
項
．

⑥
「
笠
女
郎
の
恋
情
歌
」
「
恋
ひ
で
死
ぬ
と
も
」
　
．
九
九
Ｌ
年

⑦
几
娘
子
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
「
久
郎
」
と
さ
れ
る
よ
り
も
身
分
の
低
い
家
柄
と
考
え
ら
れ
、

　
内
舎
人
と
し
て
出
什
し
て
い
た
家
持
は
ノ
咤
ハ
昧
を
お
ば
え
つ
つ
も
深
く
関
わ
ら
な
か
っ
た
と

　
す
る
の
が
．
般
で
あ
る
．
小
野
寛
氏
「
笠
女
郎
’
『
大
作
家
持
研
究
』
　
・
橋
本
達
雄
氏
「
水
行

　
を
め
ぐ
る
女
性
た
ち
」
『
大
作
家
持
論
毀
』
（
．
九
八
万
年
一
な
ど
に
詳
し
い
．

⑧
橋
本
達
雄
氏
は
「
郎
女
」
と
坪
ば
れ
る
女
性
た
ち
に
つ
い
て
は
「
育
ち
の
よ
い
お
嬢
さ
ん
で
、

　
才
気
の
あ
る
勝
ち
気
な
娘
た
ち
は
、
れ
年
の
家
持
に
と
っ
て
荷
が
お
も
す
ぎ
て
山
然
と
と
お

　
ざ
か
っ
て
い
っ
た
」
と
さ
れ
る
．
汗
⑦
に
同
じ
、
そ
し
て
、
ヽ
』
れ
ら
の
家
持
と
他
の
女
性
た

　
ち
と
の
交
渉
が
な
く
な
っ
た
の
は
、
後
に
ガ
と
な
る
坂
ト
犬
嬢
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
た
め

　
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
．

⑨
Ｔ
悲
を
は
こ
ぶ
」
『
人
性
坂
‐
に
郎
女
の
研
裳
酉
　
．
九
九
㈲
‥
年
・
　
「
歌
の
誘
惑
」
『
別
府
入
学
兄

　
要
』
弟
閲
‥
ト
．
‥
ゲ
．
九
九
六
年
・
　
「
歌
に
遊
ぶ
」
『
ア
ジ
ア
歴
史
文
化
研
究
所
報
』
弟
ト
じ
‥
ゲ

　
ー
○
○
○
年

俳
多
田
五
回
氏
は
、
兄
女
郎
と
の
こ
う
し
た
歌
の
川
竹
を
ー
爛
熟
し
た
九
平
間
の
冊
族
見
化
」

　
の
な
か
で
の
「
虚
構
の
連
帯
空
問
‘
を
形
成
し
た
も
の
と
す
る
．
づ
『
神
さ
ぃ
言
と
い
う
こ
と

　
ー
兄
女
郎
と
家
持
’
　
『
大
汗
水
持
－
八
代
和
歌
人
現
の
基
居
』
　
．
九
九
㈲
‥
年

⑥
こ
の
点
は
す
で
に
詳
述
し
て
い
る
．
「
想
定
さ
れ
た
至
福
－
人
件
坂
レ
太
始
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

　
ー
」
『
別
府
入
学
兄
が
』
第
凹
レ
‥
ゲ
．
九
九
九
年

⑩
「
九
字
の
久
我
」
「
万
柴
史
の
研
究
」
　
．
九
八
八
年

⑩
申
西
進
氏
は
笠
女
郎
の
歌
を
類
歌
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
考
え
つ
つ
も
、
そ
の
特
仇
を
地
名

　
を
中
心
と
し
た
凶
行
名
詞
の
使
用
、
「
清
新
な
以
」
の
八
現
を
劈
‥
船
や
序
詞
に
よ
っ
て
な
し
て

　
い
る
点
、
孤
諧
の
使
用
な
と
が
ら
ご
悛
充
な
形
象
性
」
に
見
る
．
「
笠
久
郎
と
茅
ト
娘
止
」
『
万

　
菜
史
の
研
究
』
．
ま
た
、
節
水
日
出
…
カ
氏
は
叫
性
の
歌
を
意
識
し
、
そ
れ
を
引
き
出
す
化
性

　
の
歌
の
八
現
八
法
を
「
久
我
」
と
し
て
と
ら
え
、
後
期
万
浜
の
特
代
に
そ
れ
が
変
化
し
て
い

７
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く
と
さ
れ
る
が
、
笠
女
郎
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
女
歌
」
の
伝
統
の
中
で
そ
れ
が
相
手
へ
と

　
向
か
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
、
自
ら
の
内
面
を
表
現
す
る
方
向
へ
と
む
か
い
、
そ
れ
が
中
占
の
女

　
性
の
和
歌
表
現
へ
と
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
。
「
女
歌
の
方
法
」
『
古
代
和
歌
史
論
』
（
一
九
九
〇

　
年
）
。
ま
た
、
清
水
明
美
氏
は
、
「
時
代
的
傾
向
を
共
有
」
し
つ
つ
、
「
類
句
と
孤
例
の
用
語
と

　
を
実
に
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
、
独
白
の
他
界
を
形
作
っ
た
」
と
す
る
。
注
⑥
に
同
じ
。

⑩
『
古
今
六
帖
』
に
は
、
重
出
歌
を
い
れ
る
と
一
一
ト
三
位
と
ら
れ
て
い
る
。
（
「
か
さ
の
ろ
う
女
」

　
と
名
が
一
致
す
る
の
は
そ
の
う
ち
十
二
首
）
。
数
の
ヒ
で
は
、
坂
上
郎
女
に
お
よ
ば
な
い
が
、

　
割
合
と
し
て
は
、
万
葉
集
の
女
性
の
中
で
も
っ
と
も
高
い
。

８
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