
　
を
　
　
は
く
　
る

『
弦
作
留
わ
ざ
を
知
る
と
言
は
な
く
に
』

（
萬
葉
集
九
七
番
）

間

宮

厚

司

　
萬
葉
集
巻
二
の
九
七
番
歌
第
四
句
は
、
旧
来
難
訓
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
だ

定
訓
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か

ら
は
じ
め
よ
う
。

み
　
こ
も
か
る
　
　
し
な
の
　
の
　
ま
ゆ
み
　
　
　
ひ
　
か
　
ず
し
て

三
薦
苅
　
信
濃
乃
真
弓
　
不
引
為
而

　　

@　
@　
@
騰
｝
律
野
乎
鰍
艦
聲
餐

④
強
佐
留
ー
元
暦
校
本
・
金
沢
本
・
類
聚
古
集
・
古
葉
略
類
聚
鋤
・
紀

　
　
　
　
　
　
州
本
（
神
田
本
）
。

◎
強
作
留
ー
新
点
本
諸
本
。

㊦
弦
作
留
1
◎
の
「
強
」
字
を
「
弦
」
字
の
誤
り
と
見
る
考
え
。
契
沖

　
　
　
　
　
　
　
『
萬
葉
代
匠
記
（
初
稿
本
・
精
撰
本
共
）
』
・
真
淵
『
萬
葉

　
　
　
　
　
　
考
』
な
ど
。

〈
複
製
本
が
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
確
認
し
た
。
〉

　
上
の
事
情
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
第
四
句
上
三
字
の
本
文
は
、
少
な
く
と
も

④
◎
◎
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
で
は
④
◎
㊦
の
う
ち
、
ど
れ
が
九
七

番
歌
の
本
文
と
し
て
採
用
さ
れ
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
か
。
以
下
、
順
次

検
討
す
る
こ
と
で
、
九
七
番
歌
第
四
句
の
本
文
と
訓
を
決
定
し
、
合
わ
せ
て
一

首
全
体
の
解
釈
ま
で
言
及
し
た
い
。

　
な
お
、
各
注
釈
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
諸
説
を
逐
一
紹
介
す
る
よ
う
な
こ
と

は
、
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
行
な
わ
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
先
行
諸

説
と
私
見
と
の
境
が
、
は
っ
き
り
わ
か
る
よ
う
に
論
述
す
る
こ
と
を
こ
こ
に
予

め
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

　
　
④
の
「
強
佐
留
」
を
本
文
と
し
た
場
合
。

　
「
強
佐
留
」
は
、
次
点
本
で
あ
る
元
暦
校
本
・
類
聚
古
集
な
ど
に
一
致
し
て

見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
強
佐
留
」
で
適
切
な
訓
が
見
出
せ
る
な
ら
ば
、

資
料
的
に
も
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
良
い
。
「
強
佐
留
」
を
普
通
に
訓
む
と
す
れ
ば
、

塙
書
房
本
『
萬
葉
集
』
が
訓
む
よ
う
に
、
シ
ピ
サ
ル
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
シ

ピ
サ
ル
ワ
ザ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
わ
す
の
か
全
く
理
解
で
き
な
い
。

　
さ
て
、
「
強
佐
留
」
で
次
に
考
え
ら
れ
る
訓
み
方
は
、
澤
潟
久
孝
氏
の
『
萬

1



葉
集
注
縄
』
が
示
す
シ
ピ
ザ
ル
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
強
佐
留
」
を
シ
ピ
ザ
ル

と
訓
む
場
合
は
、
「
佐
」
の
仮
名
を
濁
音
に
用
い
た
例
が
あ
る
か
否
か
を
調
べ

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
萬
葉
集
で
、
「
佐
」
を
濁
音
仮
名
ザ
に
使
っ
た
例
は
、

　
　
も
み
ち
ば
の
　
　
　
に
　
ほ
　
ひ
　
は
し
げ
し
　
　
し
か
れ
ど
も
　
っ
ま
な
し
の
き
を
　
　
　
た
　
お
り
か
　
　
●
　
　
　
　
さ
む

　
　
黄
葉
之
　
丹
穂
日
者
繁
　
然
靹
　
妻
梨
木
乎
　
手
折
可
佐
（
ざ
）
寒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
十
ー
一
＝
八
八
）

の
一
例
の
み
で
、
萬
葉
集
の
中
で
こ
こ
の
例
以
外
は
、
す
べ
て
（
六
百
余
例
）

清
音
仮
名
サ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
「
強
佐
留
」
を
シ
ピ
ザ
ル
と
訓

む
可
能
性
は
、
極
め
て
低
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
．
こ
の
点
に
関
し
て
、

『
萬
葉
集
注
縄
』
は
＝
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
「
強
佐

留
」
を
二
一
八
八
番
歌
の
「
手
折
可
佐
寒
」
同
様
、
あ
え
て
例
外
と
認
め
て
、

シ
ピ
ザ
ル
と
訓
ん
だ
場
合
は
、
　
一
首
全
体
の
意
味
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
『
萬
葉
集
注
繹
』
は
、
九
七
番
歌
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
口

語
訳
を
与
え
て
い
る
。

　
　
そ
の
信
濃
の
弓
を
　
　
引
か
な
い
で
、
強
ひ
も
し
な
い
事
を
、
わ
か
つ
て

　
　
ゐ
る
と
は
申
し
ま
せ
ん
に
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
、

　
　
強
ひ
る
と
は
「
い
な
と
云
は
ば
強
ひ
め
や
わ
が
背
」
（
四
・
六
七
九
）
と

　
　
あ
る
に
よ
つ
て
明
ら
か
な
や
う
に
、
強
引
に
せ
ま
る
事
で
あ
る
。
従
つ
て

　
　
強
ひ
ざ
る
わ
ざ
と
は
、
強
引
に
せ
ま
る
事
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
上
の

　
　
「
引
か
ず
し
て
」
の
意
を
も
う
一
度
強
く
く
り
か
へ
し
た
形
で
あ
る
。
私
の

　
　
心
を
誘
は
う
と
も
な
さ
ら
ず
、
強
ひ
て
と
も
お
つ
し
や
ら
な
い
で
ゐ
て
、

　
　
そ
の
事
を
「
知
る
」
と
い
ふ
の
は
理
解
し
て
ゐ
る
こ
と
、
わ
か
る
事
、
即

　
　
ち
御
自
身
で
強
い
意
志
表
示
を
な
さ
ら
な
い
で
ゐ
て
、
「
い
な
と
い
は
む

　
　
か
も
」
な
ど
と
勝
手
に
き
め
て
お
い
で
に
な
る
が
そ
ん
な
事
が
わ
か
り
ま

　
　
す
か
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

と
解
説
を
加
え
て
い
る
。

　
確
か
に
、
『
萬
葉
集
注
繹
』
の
説
明
を
丁
寧
に
読
む
な
ら
ば
、
多
少
は
納
得

で
き
る
と
い
う
人
も
あ
る
い
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の

よ
う
な
解
釈
が
あ
く
ま
で
も
成
り
立
ち
得
な
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
程
度
で
、

不
自
然
か
つ
不
安
定
な
、
か
な
り
苦
し
い
説
明
の
仕
方
と
い
え
よ
う
。
“
強
ひ

ざ
る
わ
ざ
を
知
る
と
い
は
な
く
に
”
で
は
、
「
強
い
な
い
事
を
知
る
」
と
い
う

ま
わ
り
く
ど
い
表
現
が
わ
か
り
に
く
く
、
全
体
と
し
て
不
可
解
な
印
象
を
ど
う

し
て
も
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
本
文
を
「
強
佐
留
」
と
定
め
た
の
で
は
、
妥
当
な
訓
と
釈
は
見

出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
◎
の
「
強
作
留
」
を
本
文
と
し
た
場
合
。

　
新
点
本
諸
本
で
一
致
す
る
「
強
作
留
」
を
素
直
に
訓
む
と
シ
ピ
サ
ル
だ
が
、

シ
ピ
サ
ル
ワ
ザ
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

　
ま
た
、
「
強
作
留
」
を
シ
ピ
ザ
ル
と
訓
む
の
は
、
「
作
」
字
が
ザ
の
音
節
に
用

い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
否
定
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
文
に
「
強
作
留
」
を
選
定
し
た
場
合
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集

本
『
萬
葉
集
』
の
よ
う
に
そ
の
ま
ま
「
強
作
留
わ
ざ
」
と
し
て
お
く
以
外
、
今

の
と
こ
ろ
方
法
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
塙
書
房
本
『
萬
葉
集
』
お
よ
び
全
集
本
『
萬
葉
集
』
は
、

い
ず
れ
も
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之
、
三
氏
の
共
著
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
塙
書
房
本
で
は
「
強
佐
留
」
で
シ
ピ
サ
ル
と
訓
ん
で
お
き
な
が

ら
、
全
集
本
の
方
で
は
本
文
を
「
強
作
留
」
と
し
て
、
訓
み
を
保
留
し
て
い
る

の
は
ど
う
い
う
わ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
察
す
る
に
、
塙
盤
旦
房
本
の
方
は
、
歌
の

解
釈
を
行
な
わ
な
い
の
で
、
と
に
か
く
次
点
本
で
一
致
す
る
「
強
佐
留
」
を
本
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文
に
据
え
、
一
応
シ
ピ
サ
ル
と
訓
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
全
集
本
の
方
は
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ピ
サ
　
ル

の
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
強
佐
留
」
と
訓
ん
で
も
解
釈

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
や
む
を
得
ず
「
強
作
留
」
で
訓
ま
ず
に
保

留
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
④
の
「
強
佐
留
」
で
も
、
＠
の
「
強
作
留
」
で
も
、
訓
み

を
決
め
、
さ
ら
に
進
ん
で
解
釈
ま
で
試
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
◎
の
「
弦
作
留
」
を
本
文
と
す
る
立
場
。

　
「
弦
作
留
」
を
本
文
と
す
る
立
場
は
、
◎
の
「
強
作
留
」
の
「
強
」
字
を

「
弦
」
字
の
誤
字
と
見
な
す
も
の
で
あ
る
。
字
形
の
点
か
ら
、
「
強
」
と
「
弦
」

は
行
書
草
書
に
お
い
て
、
誤
写
の
範
囲
内
に
入
っ
て
来
る
可
能
性
は
高
い
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

わ
れ
る
（
た
と
え
ば
、
類
聚
古
集
）
。
た
だ
、
誤
字
説
を
導
入
す
る
の
は
、
最

後
に
と
る
べ
き
手
段
で
、
窮
余
の
策
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
、
④
「
強
佐
留
」
・
◎
「
強
作
留
」
で
適
当
な
訓
を
探
し
出
せ
な
い
現
在
、

（
）
の
「
弦
作
留
」
を
検
討
す
る
価
値
は
十
分
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
「
弦
作
留
」
は
ど
う
訓
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
に
こ

の
誤
字
説
を
唱
え
た
契
沖
は
、
『
萬
葉
代
匠
記
（
精
撰
本
）
』
で
「
ツ
ル
バ
ク
ル

ト
讃
ヘ
キ
カ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ツ
ル
バ
ク
ル
で
は
、
ツ
ル
バ
ク
ル
ワ

ザ
ヲ
と
字
余
り
に
な
る
点
が
引
っ
か
か
る
。
真
淵
は
契
沖
誤
字
説
を
承
け
、

『
萬
葉
考
』
で
ヲ
バ
グ
ル
と
訓
ん
で
い
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、
ヲ
バ
グ
ル
ワ
ザ
ヲ

と
な
り
、
字
余
り
は
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
、
真
淵
説
ヲ
バ
グ
ル
は
、

　
　
　
　
う
し
に
こ
そ
　
は
な
な
は
は
ゆ
　
　
れ

　
　
…
…
牛
ホ
己
曽
　
鼻
縄
波
久
（
く
）
例
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
十
六
－
三
八
八
六
）

と
い
う
例
（
「
久
」
は
清
音
仮
名
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ヲ
バ
ク
ル
に
改
め
ら

れ
る
。
で
は
、
ヲ
バ
ク
ル
と
訓
ん
だ
場
合
、
一
首
全
体
の
意
味
は
ど
う
な
る
の

だ
ろ
う
。
鴻
巣
盛
廣
氏
の
『
萬
葉
集
全
繹
』
と
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
萬
葉

集
』
が
、
ヲ
バ
ク
ル
で
訓
釈
し
て
い
る
の
で
、
口
語
訳
を
参
考
ま
で
に
あ
げ
て

み
る
。

　
　
　
『
萬
葉
集
全
繹
』
の
訳
。

　
　
（
三
薦
苅
信
濃
乃
）
弓
ヲ
引
カ
ナ
イ
デ
ハ
、
弦
ヲ
張
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
モ
ノ

　
　
ハ
ナ
イ
ト
、
世
間
デ
言
フ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
カ
。
貴
方
モ
私
ヲ
引
イ
テ
御

　
　
覧
ナ
サ
ラ
ナ
ケ
レ
バ
私
ガ
否
卜
云
フ
カ
、
ド
ウ
カ
分
カ
ラ
ナ
イ
デ
ハ
ア
リ

　
　
マ
セ
ン
カ
。

　
　
　
大
系
本
『
萬
葉
集
』
の
訳
。

　
　
信
濃
の
真
弓
を
引
い
て
見
も
し
な
い
で
、
弓
弦
の
か
け
方
を
知
っ
て
い
る

　
　
人
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
（
女
の
気
を
本
気
で
引
い
て
見
も
し
な
い
で
、

　
　
女
を
自
分
の
意
に
従
え
さ
せ
る
こ
と
の
出
来
る
人
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
）

　
こ
れ
な
ら
ば
、
ほ
ぽ
無
理
の
な
い
解
釈
と
思
う
。

　
さ
て
、
誤
字
説
「
弦
作
留
」
が
本
当
に
ヲ
バ
ク
ル
と
訓
み
得
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
、
こ
こ
で
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
ラ
　
ヲ
　
ト
リ
ハ

　
ヲ
バ
ク
ル
と
訓
む
注
釈
書
は
、
萬
葉
集
九
九
番
歌
第
二
句
の
「
都
良
絃
取
波

ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ハ
ギ
ベ

気
」
を
例
に
引
き
、
さ
ら
に
日
本
書
紀
に
「
矢
作
部
」
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
弦
作
留
」
に
ヲ
バ
ク
ル
の
訓
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
こ
れ
だ
け

の
指
摘
で
は
、
誤
字
説
で
あ
る
「
弦
作
留
」
を
容
認
す
る
に
は
あ
ま
り
に
不
十

分
と
い
え
る
。
誤
字
説
は
、
た
だ
で
さ
え
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
バ
ク
ル

る
。
し
た
が
っ
て
、
誤
字
説
「
弦
作
留
」
を
採
用
す
る
場
合
は
、
そ
れ
に
見
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ

う
だ
け
の
よ
り
多
く
の
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
誤
字
説
「
弦

バ
ク
ル

作
留
」
は
成
立
す
る
と
考
え
て
も
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
以
下
私
見
を
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
「
弦
」
字
を
ヲ
と
訓
む
例
は
、
『
大
治
本
八
十
華
厳
経
音
義
』
に
、

3
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楽
絃
　
文
作
二
弦
字
一
、
婁
堅
反
、
所
三
以
張
二
弓
弩
等
一
、
倭
言
都
留
、
又

　
　
　
　
　
乎

　
　
（
注
2
）

と
あ
る
（
・
は
筆
者
が
付
け
た
）
。

　
「
作
」
字
に
つ
い
て
は
、
『
色
葉
字
類
抄
（
前
田
本
・
黒
川
本
共
）
』
に
、

　
　
羽
h
妙
也
作
割
矢
（
バ
ク
の
ク
の
字
に
濁
声
点
あ
り
）

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
バ
グ
と
訓
め
る
こ
と
は
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合

の
バ
グ
は
〈
竹
に
矢
じ
り
羽
を
は
め
て
矢
に
作
る
〉
意
で
あ
り
、
〈
弓
に
弦
を

つ
け
る
V
意
の
バ
ク
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
何
故
、
「
弦
作
留
」
で
ヲ
バ
ク
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

と
訓
め
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
活
用
語
尾
を
示
す
「
留
」
が
施
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
「
作
留
」
で
下
二
段
動
詞
の
連
体
形
バ
ク
ル
と
訓
み
得
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
下
二
段
動
詞
の
バ
ク
が
〈
弓
に
弦
を
つ
け
る
〉
意
で
あ
る
こ
と
は
、
九
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヅ
サ
ユ
ミ
　
ツ
　
ラ
　
ヲ
　
ト
リ
ハ
　
ケ

番
歌
に
続
く
九
九
番
歌
に
、
「
梓
弓
　
都
良
絃
取
波
気
」
と
あ
る
の
が
例
証
と
な

る
。
従
来
の
注
釈
書
が
、
こ
の
「
都
良
絃
取
波
気
」
に
着
目
し
た
（
最
初
は

『
萬
葉
考
』
）
点
は
卓
見
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
程
度
で
は
「
弦
作

留
」
説
は
ま
だ
容
認
し
難
い
。
そ
こ
で
次
に
、
九
六
～
｝
○
○
番
歌
の
〈
久
米

禅
師
娚
二
石
川
郎
女
一
時
歌
五
首
〉
と
い
う
一
連
の
歌
群
に
お
け
る
表
記
法
と
意

味
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
全
体
を
眺
め
わ
た
し
て
み
た
い
。

　
〈
久
米
禅
師
娚
二
石
川
郎
女
一
時
歌
五
首
〉
は
、
い
わ
ゆ
る
恋
の
問
答
歌
で
、

返
歌
で
は
相
手
の
言
葉
を
巧
み
に
取
り
込
み
な
が
ら
歌
を
展
開
し
て
い
る
。

今
、
そ
れ
を
順
を
追
っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
九
六
番
歌
と
九
七
番
歌
を
挙
げ
て
み
る
。

　
　
　
　
み
こ
も
か
る
　
し
な
の
の
ま
ゆ
み
　
わ
が
ひ
か
ば
　
う
ま
ひ
と
さ
び
て
　
い
な
と
い
は
む

　
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吾
引
者
　
宇
真
人
佐
備
而
　
不
欲
常
将
言

九
七

水
薦
苅
　
信
濃
乃
真
弓

か
　
も

可
聞
　
禅
師

み
　
こ
も
か
る
　
　
し
な
の
　
の
ま
ゆ
み

三
薦
苅
　
信
濃
乃
真
弓

く
　
に

君
二
　
郎
女

ひ
　
か
ず
し
　
て
　
　
　
を
　
は
く
る
　
わ
　
ざ
を
　
　
　
し
る
と
　
い
は
な

不
引
為
而
　
弦
作
留
行
事
乎
　
知
跡
言
莫

　
こ
の
二
首
は
次
の
よ
う
な
対
応
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

麩
轍
儲
灘
雛
｛
蓮
而

次
に
、
九
八
番
歌
と
九
九
番
歌
を
示
し
て
み
る
。

　
　
　
あ
つ
さ
ゆ
み
　
ひ
か
ば
ま
に
ま
に
　
　
よ
ら
め
ど
も
　
　
の
ち
の
こ
こ
ろ
を

九
八
　
梓
弓
　
引
者
随
意
　
依
目
友
　
後
心
乎

　
　
　
あ
つ
さ
ゆ
み
　
っ
　
ら
　
を
　
と
り
ほ
　
け
　
　
　
ひ
く
ひ
と
は

九
九
　
梓
弓
　
都
良
絃
取
波
気
　
引
人
者
　
後
、

こ
の
二
首
は
次
の
よ
う
な
対
応
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
ー
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

墾
璽
鼎
意
｛
馨
・

そ
れ
で
は
最
後
に
、

　
　
　
あ
づ
ま
ど
の
　
　
の
さ
ぎ
の
は
こ
の
　
　
に
　
の
　
を
　
に
　
も

一
〇
〇
　
東
入
之
　
荷
向
筐
乃
　
荷
之
緒
ホ
毛

　
　
　
　
　
◎

　
不
欲
常
将
言
可
聞

｛
聾
薯
二

　
　
　
し
り
か
て
ぬ
　
か
も

　
　
　
知
勝
奴
鴨
　
郎
女

の
ち
の
こ
こ
ろ
を
　
　
　
し
る
ひ
と
そ
ひ
く

　
心
乎
知
人
曽
引
禅
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
勝
奴
鴨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
人
曽
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
番
歌
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
は
こ
こ
ろ
に
　
の
り
に
け
　
る
　
か
　
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妹
情
ホ
　
乗
ホ
家
留
香
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
師

　
こ
の
一
〇
〇
番
歌
は
、
九
八
お
よ
び
九
九
番
歌
と
次
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

る
。

　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
◎

　
一
〇
〇
の
初
句
「
東
人
之
」
の
ア
ヅ
は
、
九
八
・
九
九
両
歌
の
初
句
「
梓

弓
」
の
ア
ヅ
と
音
を
そ
ろ
え
る
こ
と
で
、
九
八
と
九
九
と
を
承
け
た
か
た
ち
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

な
っ
て
い
る
。
な
お
、
一
〇
〇
「
妹
情
ホ
」
の
コ
コ
ロ
は
、
前
二
首
の
九
八
・

　
　
　
　
◎

九
九
「
後
心
乎
」
の
コ
コ
ロ
と
表
記
を
変
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
種
の
変
字

法
と
い
え
る
。
こ
こ
で
再
び
五
首
全
体
を
見
わ
た
す
な
ら
ば
、
こ
の
一
連
の
歌

の
中
に
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
変
字
法
が
幾
組
か
見
え
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
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を
指
摘
し
て
み
よ
う
α

　
　
　
　
◎

嫉
｛
礁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
◎

鍵繍

w
醐
聞
・

　
こ
れ
ら
の
事
実
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
ら
五
首
は
表
現
の
上
で
も
、
ま

た
表
記
の
上
で
も
、
極
め
て
緊
密
な
照
応
を
持
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持
っ
た
う
え
で
、
九
七
番
歌
第
四

句
の
本
文
を
「
弦
作
留
行
事
乎
」
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
◎
I
I

奨
麗
聴

の
二
句
の
対
応
は
、
ご
く
自
然
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
か
つ
ま
た
、

こ
の
場
合
は
、
ヲ
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
◎

一鍵轍と
い
う
変
字
法
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
（
た
だ
し
、
一
〇
〇
の

「
緒
」
は
ヒ
モ
で
あ
っ
て
、
弓
の
ツ
ル
で
は
な
い
の
だ
が
。
）

　
以
上
の
事
柄
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
九
九
番
歌
の
第
二
句
「
都
良
絃

取
波
気
」
は
、
九
七
番
歌
の
第
四
句
「
弦
作
留
」
を
承
け
た
句
で
あ
る
と
見
る

こ
と
に
無
理
が
な
く
な
る
。
こ
こ
を
従
来
の
注
釈
書
の
よ
う
に
、
い
き
な
り
関

係
付
け
た
の
で
は
、
あ
ま
り
に
唐
突
す
ぎ
、
簡
単
に
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
〈
久
米
禅
師
嬬
二
石
川
郎
女
一
時
歌
五
首
〉
に
は
、
こ
れ
を
表
記
し
た

者
の
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
例
を
補
足
す
る
な
ら
ば
、
九
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
歌
の
コ
ニ
薦
苅
：
…
・
知
跡
言
莫
君
二
」
な
ど
は
、
明
ら
か
に
は
じ
め
と
お
わ

り
に
数
字
を
意
識
し
て
の
表
記
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
五
首
全
体
を
ロ
語
訳
を
ま
じ
え
な
が
ら
通
釈
し
て
み
ょ

う
。　

久
米
禅
師
は
九
六
番
歌
で
、
石
川
郎
女
に
向
っ
て
、
『
私
が
あ
な
た
の
気
を

も
し
引
く
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
、
あ
な
た
は
貴
人
ぶ
っ
て
い
や
と
言
う
で
し

よ
う
ね
。
』
と
、
ひ
か
え
め
に
声
を
か
け
る
。
す
る
と
石
川
郎
女
は
、
九
七
番

歌
で
上
二
句
を
繰
り
返
し
た
後
、
『
私
の
気
を
本
気
で
引
き
も
し
な
い
で
、
弓

に
弦
を
か
け
る
わ
ざ
（
方
法
）
を
知
っ
て
い
る
と
は
申
す
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
で
す
が
ね
。
』
と
、
や
や
曖
昧
な
返
事
を
す
る
。
当
然
次
は
禅
師
が
答
え
る

番
だ
が
、
郎
女
は
九
七
番
歌
だ
け
で
は
言
葉
が
足
り
な
い
と
考
え
、
続
け
て
九

八
番
歌
で
、
『
私
の
気
を
引
い
て
下
さ
る
の
な
ら
ば
、
私
は
あ
な
た
の
意
の
ま

ま
に
寄
り
従
い
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
後
の
あ
な
た
の
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
す
よ
。
』
と
、
女
ら
し
い
不
安
な
気
持
ち
を
は
っ
き
り
と
歌
う
。
禅
師

は
郎
女
の
九
七
と
，
九
八
番
歌
と
を
承
け
、
九
九
番
歌
で
『
弓
に
弦
を
つ
け
て
引

く
人
は
、
行
く
末
ま
で
自
分
の
心
が
変
わ
ら
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
人
だ
か
ら

こ
そ
引
く
め
で
す
。
』
と
返
す
。
禅
師
は
郎
女
の
前
二
首
を
上
手
に
活
か
し
つ

つ
、
安
心
な
さ
い
と
男
ら
し
く
答
え
る
。
そ
し
て
、
も
う
彼
女
は
自
分
の
も
の

だ
と
ば
か
り
、
一
〇
〇
番
歌
で
『
東
国
人
の
貢
物
を
入
れ
た
箱
の
荷
物
の
緒
の

　
　
　
　
い
も

よ
う
に
、
妹
は
し
っ
か
り
と
私
の
心
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
な
あ
。
』
と
、
「
の
」

（
六
回
）
と
「
に
」
（
四
回
）
を
多
用
し
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
心
境
を
歌
い
上
げ
、

喜
び
の
気
持
ち
を
卒
直
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
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九
七
お
よ
び
九
九
番
歌
の
「
ヲ
」
と
は
、
切
れ
ず
に
一
筋
に
長
く
続
く
も
の

で
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
心
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヲ
を
バ
ク
と
は
具
体

的
に
は
弓
の
両
端
を
ツ
ル
で
つ
な
ぐ
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
自
分
の
心
を
愛
す
る

人
に
懸
け
る
こ
と
の
比
喩
的
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
　
一
〇
〇
番
歌
の

ヲ
は
荷
の
緒
で
あ
る
か
ら
、
丈
夫
な
繊
維
で
つ
く
ら
れ
た
決
し
て
切
れ
る
よ
う

な
こ
と
の
な
い
ヲ
、
そ
れ
は
将
来
ま
で
も
二
人
の
間
は
切
れ
な
い
の
だ
、
と
い

う
内
容
を
間
接
的
に
う
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
、
深
読

み
の
し
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
）

岡
田
希
雄
『
新
課
華
厳
経
音
義
私
記
倭
訓
放
』
（
『
國
語
國
文
』
第

十
一
巻
・
第
三
号
）
に
よ
っ
た
。

付
記

　
本
稿
は
、
昭
和
五
八
年
度
の
国
語
学
演
習
（
大
野
晋
先
生
）

て
、
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

に
お
い

む
す
び

　
萬
葉
集
九
七
番
歌
の
第
四
句
は
、
④
の
「
強
佐
留
」
や
◎
の
「
強
作
留
」
の

ま
ま
訓
ま
な
い
で
置
い
て
お
く
と
い
う
の
も
ひ
と
つ
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
し
か

　
　
　
　
　
ヲ
　
バ
ク
ル

し
、
◎
の
「
弦
作
留
」
誤
字
説
は
、
訓
と
釈
が
可
能
で
あ
り
、
相
当
有
力
と
思

わ
れ
る
。
『
校
本
萬
葉
集
』
の
刊
行
以
来
、
萬
葉
語
研
究
で
は
誤
字
説
を
極
力

し
り
ぞ
け
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
萬
葉
集
に
お
い
て
、
完
全
に

一
致
し
た
字
面
を
持
つ
場
合
で
も
、
そ
れ
が
原
萬
葉
集
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ

っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
九
七
番
歌
第
四
句
な
ど
は
、
多
分

に
そ
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

6

注
（
1
）
　
『
類
聚
古
集
』
（
臨
川
書
店
・

　
　
　
で
に
挙
げ
て
お
く
。

一
九
七
四
年
刊
）
の
本
文
を
参
考
ま

マ


