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上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違
例
」
と
資
料
的
性
格
の
関
連

─ 
萬
葉
集
・
木
簡
・
仏
足
石
歌
に
着
目
し
て 

─軽
　
部
　
利
　
恵

は
じ
め
に

上
代
特
殊
仮
名
遣
い
と
呼
ば
れ
る
仮
名
字
母
の
二
類
の
別
は
、
キ

ヒ
ミ
ケ
ヘ
メ
コ
ソ
ト
ノ
モ
ヨ
ロ
お
よ
び
そ
の
濁
音
ギ
ビ
ゲ
ベ
ゴ
ゾ
ド

の
音
節
を
有
す
る
す
べ
て
の
語
に
存
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
語
に

み
え
る
仮
名
字
母
の
違
い
は
、
発
音
さ
れ
た
さ
い
の
音
の
別
が
表
記

に
反
映
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
甲

類
・
乙
類
の
別
は
、『
日
本
語
大
事
典
』
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
「
発

音
上
の
差
異
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」（

（
（

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
二

類
の
別
に
合
わ
な
い
表
記
も
生
じ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
し
ろ
た
へ
の
」（
白
妙
の
）
と
い
う
語
句
の
ロ
音
節
に

つ
い
て
、
萬
葉
集
で
は
、「
志
路
多
倍
乃
」（
巻
五
・
九
〇
四
）
な
ど

甲
類
に
相
当
す
る
仮
名
で
書
か
れ
る
も
の
が
数
量
的
に
優
勢
で
あ
る

の
に
対
し
て
、「
之
呂
多
倍
能
」（
巻
十
五
・
三
七
五
一
）
と
乙
類
に

相
当
す
る
仮
名
で
書
か
れ
る
も
の
が
一
例
存
在
す
る
。
後
者
の
よ
う

な
例
に
つ
い
て
、
筆
者
は
従
来
よ
り
そ
れ
を
「
違
例
」
と
し
て
取
り

上
げ
て
お
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
分
析
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
代
特
殊
仮
名
遣
い
は
前
述
の
よ
う
に
、
発
音
上
の
差
異
が
表
記

の
上
で
も
区
別
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
違

例
」
と
な
る
表
記
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
発
音
上
の
区
別
を
表

記
に
反
映
し
な
い
と
い
う
書
か
れ
方
が
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
何
ら

か
の
書
き
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
萬
葉
集
で

は
、「
違
例
」
に
関
し
て
、
か
つ
て
誤
写
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
意
味

づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
が
（
軽
部
（
二
〇
一
八
））（

２
（、
一
次
資
料
の
木

簡
の
場
合
、
文
献
的
な
位
相
差
に
よ
り
区
別
さ
れ
な
い
表
記
が
生
じ

る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。



― 2 ―

「
違
例
」
と
み
な
せ
る
表
記
の
現
れ
は
、
文
献
ご
と
に
見
る
と
、

そ
の
様
相
が
異
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
歌

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
萬
葉
集
と
木
簡

で
は
、
語
の
用
例
数
の
総
数
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
と
そ
う
で
は
な

い
も
の
と
い
う
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
萬
葉
集
で
は
「
違
例
」
が

僅
か
で
あ
る
と
い
え
、
木
簡
で
は
「
違
例
」
が
目
立
つ
と
い
う
位
置

づ
け
が
妥
当
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
「
違
例
」
の
現
れ
方
が
文
献
ご
と

に
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
、

文
字
が
書
か
れ
る
資
料
の
性
格
・
性
質
と
文
字
表
記
と
の
関
連
を
考

察
し
た
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
一
次
資
料
で
認
め
ら
れ
て
い
る
「
違

例
」
と
い
う
も
の
が
、
古
事
記
や
萬
葉
集
と
い
っ
た
編
纂
物
で
の
文

字
表
記
の
様
相
と
、
対
置
さ
せ
た
う
え
で
の
意
味
づ
け
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
区
別
に
反
す
る
表
記

に
つ
い
て
、「
違
例
」
と
い
う
書
き
方
で
統
一
す
る
こ
と
と
し
、
用

例
を
掲
載
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
仮
名
字
母
に
つ
い
て
、
甲
類
は
二

重
傍
線
、
乙
類
は
太
字
傍
線
を
便
宜
的
に
付
し
て
い
る
。

一
、
問
題
の
所
在

先
に
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違
例
」
の
現
れ
方
が
文
献
ご
と

に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、ま
ず
、

先
行
研
究
を
見
て
い
く
。

上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違
例
」
は
、
萬
葉
集
の
ほ
か
、
近
年
で

は
出
土
資
料
で
あ
る
木
簡
に
も
認
め
ら
れ
る
。
木
簡
に
つ
い
て
、
犬

飼
隆
氏
は
、「
一
般
論
と
し
て
、
木
簡
な
ど
の
出
土
物
に
書
か
れ
た

万
葉
仮
名
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
区
別
が
ず
さ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ

る
」（

３
（と

述
べ
、
乾
善
彦
氏
は
、「
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
区
別
は
比
較

的
ル
ー
ズ
で
あ
る
」（

４
（と

指
摘
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
文
献
の
位
相
差
に

よ
っ
て
、「
違
例
」
の
現
れ
方
に
差
が
あ
る
と
い
う
の
が
現
在
認
識

さ
れ
て
い
る
研
究
の
到
達
点
で
あ
る
。

こ
の
、
上
代
文
献
中
に
お
け
る
位
相
差
に
つ
い
て
は
、
犬
飼
前
掲

論
著
（
注
３
）
が
、「
晴
」（
ハ
レ
）
と
「
褻
」（
ケ
）
と
い
う
概
念

を
用
い
、「
晴
」
の
萬
葉
集
と
そ
の
文
字
表
記
に
対
し
て
、「
褻
」
の

木
簡
と
そ
の
文
字
表
記
（
日
常
ふ
だ
ん
の
文
字
表
記
）
と
位
置
づ
け
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

字
画
の
少
な
い
万
葉
仮
名
を
用
い
、
音
韻
の
清
濁
と
上
代
特
殊

仮
名
遣
い
に
こ
だ
わ
ら
な
い
の
が
「
褻
」
の
様
相
で
あ
る

（
一
一
一
頁
）

萬
葉
集
の
「
晴
」
に
対
置
さ
れ
る
木
簡
の
「
褻
」
と
い
う
文
字
表

記
の
様
相
の
指
摘
は
、
文
献
の
位
相
が
、
文
字
表
記
の
位
相
に
関
与

す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
文
字
表
記
の

様
相
の
異
な
り
が
あ
る
か
ら
、
我
々
は
文
献
の
位
相
差
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
文
献
の
位
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相
と
文
字
表
記
の
位
相
と
い
う
も
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
双
方
に
対
し
、

「
晴
」
と
「
褻
」
と
い
う
捉
え
方
を
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
も
認

め
ら
れ
る
と
い
う
構
図
で
あ
る（

５
（。

こ
の
文
献
の
位
相
差
に
つ
い
て
従
来
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
古

事
記
や
萬
葉
集
な
ど
の
編
纂
物
と
、使
い
捨
て
の
木
簡
（
一
次
資
料
）

と
い
う
対
立
構
造
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
方

で
は
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』（「
し
の
ふ
［
思
］（
動
四
）」

の
項
目
）（

６
（や

廣
岡
義
隆
『
佛
足
石
記
佛
足
跡
歌
碑
歌
研
究
』（
７
（「

第
四

節　

佛
足
跡
歌
碑
歌
の
用
字
」
の
「
二　

上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
お

け
る
異
例
」（
四
三
二
頁
）
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
足
石
歌
に

も
「
違
例
」
が
存
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
仏
足
石
歌
は
、
仏

を
追
慕
す
る
内
容
の
言
わ
ば
編
纂
さ
れ
た
歌
々
で
あ
り
、
そ
し
て
未

来
永
劫
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
石
と
い
う
素
材
に
記
さ
れ
た
一
次
資
料

で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
足
石
歌
で
、

題
詞
に
「
慕
佛
跡
」
と
あ
る
も
の
一
七
首
中
、「
あ
と
」
と
い
う
語

は
一
三
例
現
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
紙
の
編
纂
物
で
あ
る
萬
葉
集

か
ら
す
る
と
「
違
例
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
先
の
先
行
研
究
に
従
っ
て
、「
違
例
」
の
現
れ
方
の
異

な
り
に
は
、
資
料
的
性
格
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
通

す
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、「
違
例
」
の
現
れ
方
が
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
数
量
的
な
異
な
り
と
と
も
に
質
的
な

異
な
り
を
分
析
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違

例
」の
現
れ
方
と
資
料
的
性
格
と
の
関
連
を
考
察
す
る
。
本
稿
で
は
、

「
違
例
」
の
現
れ
方
の
違
い
を
観
察
・
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
晴
」

と
「
褻
」
と
い
う
位
置
づ
け
方
に
は
依
拠
せ
ず
、
メ
デ
ィ
ア
・
媒
体

の
性
格
・
性
質
の
違
い
に
踏
み
込
ん
で
論
じ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
上

代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違
例
」
の
観
点
か
ら
、
上
代
文
献
に
お
け
る

「
資
料
性
」
を
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
る
。

な
お
、
研
究
対
象
と
し
て
は
、
萬
葉
集
、
木
簡
、
仏
足
石
に
お
い

て
仮
名
書
き
さ
れ
る
歌
の
表
記
を
対
象
と
し
た
。
紙
・
木
・
石
と
い

う
、
書
か
れ
る
媒
体
を
異
に
す
る
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
三
つ

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
木
簡
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る

よ
う
に
、
い
わ
ば
「
木
簡
群
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
資
料
で
あ

る
点
に
は
注
意
し
た
い
。

二
、
文
献
ご
と
に
み
る
「
違
例
」
の
様
相

二–

一
、
萬
葉
集
に
つ
い
て
（
８
）

萬
葉
集
で
は
、
仮
名
で
一
字
一
音
で
書
か
れ
る
語
の
う
ち
、
七
五

に
わ
た
る
語
に
つ
い
て
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違
例
」
が
み
え

て
い
る（

９
（。
つ
ま
り
、
共
通
の
形
態
素
を
有
す
る
七
五
の
語
句
に
対
し

て
、
甲
類
に
分
類
さ
れ
る
仮
名
で
書
か
れ
る
も
の
と
、
乙
類
に
分
類

さ
れ
る
仮
名
で
書
か
れ
る
も
の
と
の
、
両
方
の
表
記
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
萬
葉
集
の
「
違
例
」
は
、
用
例
の
年
代
の
新
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旧
や
、
方
言
性
、
語
構
成
の
問
題
な
ど
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
生

じ
た
表
記
と
捉
え
ら
れ
、
ど
う
い
っ
た
場
合
の
ど
う
い
っ
た
用
例
を

「
違
例
」
と
み
な
す
か
は
、
研
究
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
萬
葉
集
全
体
か
ら
見
た
「
違
例
」
の
用
例
数

を
一
概
に
提
示
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
萬
葉
集
に
見
え
る
仮
名
表

記
さ
れ
る
語
の
総
数
全
体
か
ら
す
る
と
、「
違
例
」
表
記
の
数
は
僅

か
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
妥
当
で
は
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
以
下
に
挙
げ
る
語
「
た
ど
き
」
は
、
ド
が
甲
類
の
仮

名
で
書
か
れ
る
も
の
四
例
と
、
乙
類
の
仮
名
で
書
か
れ
る
も
の
五
例

が
萬
葉
集
中
で
は
存
在
し
て
お
り
、
数
量
的
に
甲
類
と
乙
類
の
表
記

が
拮
抗
し
て
い
る
用
例
で
あ
る
。

①　

た
ど
き
［
手
段
］

甲
類
四
例
…
…�

多
土
伎
乎
不
知
（
た
ど
き
を
知
ら
ず
、
巻
十
・

二
〇
九
二
）
な
ど

乙
類
五
例
…
…�

多
杼
伎
乎
之
良
尓
（
た
ど
き
を
知
ら
に
、巻
五
・

九
〇
四
）
な
ど

数
量
か
ら
、
語
「
た
ど
き
」
の
ド
に
つ
い
て
、
甲
類
と
乙
類
の
ど
ち

ら
が
「
正
用
」
で
ど
ち
ら
が
「
違
例
」
で
あ
る
の
か
は
、
明
瞭
で
は

な
い
。
ま
た
、萬
葉
集
中
で
は
、先
の
語
「
た
ど
き
」
を
は
じ
め
、「
と

る
」（
取
る
）、「
と
ふ
」（
問
う
）
や
「
い
と
」（
程
度
が
甚
だ
し
い

こ
と
を
あ
ら
わ
す
）
の
ト
の
表
記
に
、
甲
類
・
乙
類
の
両
方
の
仮
名

が
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に

関
す
る
研
究
史
で
は
、
オ
列
音
（
と
く
に
、
ト
音
節
）
に
つ
い
て
、

甲
類
音
と
乙
類
音
の
揺
れ
が
特
に
目
立
っ
て
存
し
て
い
た
と
い
っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
総
体
が
明
ら
か
で
あ
る
萬
葉
集
は
、
音

節
ご
と
の
「
違
例
」
の
偏
り
や
、
語
ご
と
の
傾
向
が
明
確
で
あ
る
と

い
う
特
徴
が
あ
る
。
一
方
で
、語
「
た
ど
き
」
の
例
で
見
た
よ
う
に
、

甲
類
と
乙
類
の
ど
ち
ら
が
「
違
例
」
と
な
る
の
か
は
、
研
究
者
の
判

断
に
委
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
萬
葉
集
は
、
閉
じ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
た
め
、
語
句
の

用
例
数
に
上
限
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
数
量
か
ら
、
上
代
特
殊
仮
名

遣
い
の
区
別
に
合
う
表
記
と
合
わ
な
い
表
記
と
を
峻
別
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
て
い
る
。
分
析
の
た
め
の
方
法
論
か
ら
し
て
、
編
纂
物

と
一
次
資
料
と
で
は
違
い
が
生
じ
て
い
る（

（1
（

。

二–

二
、
木
簡
に
つ
い
て）
（（
（

一
次
資
料
の
木
簡
の
「
違
例
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
木
簡
全

体
で
ど
う
書
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
総
体
は
、
書
か
れ
た
も
の
す

べ
て
が
残
り
、
現
在
の
我
々
が
書
か
れ
た
も
の
の
す
べ
て
を
目
に
す

る
こ
と
の
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
に
、
明
言
は
難
し
い
。
用
例

の
総
体
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
得
難
い
と
い
う
点
で
、
木
簡
内
部

に
お
い
て
数
量
か
ら
「
違
例
」
の
位
置
づ
け
を
与
え
る
こ
と
は
難
し

く
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
と
い
っ
た
他
の
上
代
文
献
を
表
記
の
規
範

と
し
て
「
違
例
」
の
位
置
づ
け
を
与
え
ざ
る
を
得
な
い
。
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な
お
、
木
簡
の
「
違
例
」
表
記
は
、
本
稿
で
着
目
す
る
歌
の
表
記

以
外
に
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
が
、
萬
葉
集
や
仏
足
石
歌
と
異
な

る
点
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
歌
の
表
記
以
外
の
様
相
に
つ
い
て
も
論
じ

て
い
く
。

以
下
の
用
例
は
、
行
政
に
関
わ
る
も
の
で
、
税
を
納
め
た
人
物
の

名
と
、
年
月
、
地
名
が
記
さ
れ
た
、
荷
札
木
簡
で
あ
る
。

②　

�

美
濃
国
武
芸
（
地
名
）
…
…
石
神
遺
跡
出
土
、
六
六
五
年

の
も
の（

（1
（

（
Ａ
面
）
乙
丑
年
十
二
月
三
野
国
ム
下
評

（
Ｂ
面
）
大
山
五
十
戸
造
ム
下

（
部
）
知
ツ

　
　
　
　
　
　

从
（
従
）
人
田

（
部
）
児
安

「
三
野
国
ム
下
評
」
は
、
平
城
京
跡
出
土
木
簡
で
は
、「（
美
）
濃
国

牟
義
郡
」（
一
文
字
目
は
判
読
不
明
箇
所
）（

（1
（

と
書
か
れ
た
も
の
が
見

つ
か
っ
て
お
り
、「
下
」
が
ゲ
甲
類
、「
義
」
は
ゲ
乙
類
に
相
当
す
る

仮
名
で
あ
る
。
他
に
も
、「
美
濃
国
武
義
郡
揖
可
郷
庸
米
□
斗
」（
□

に
は
数
量
が
入
る
が
、
判
読
不
明
の
文
字
）（

（1
（

と
あ
る
滋
賀
県
宮
町
遺

跡
出
土
の
荷
札
木
簡
が
あ
る
。
右
の
例
で
は
、「
三
野
国
ム
下
評
」

の
木
簡
の
方
が
、
現
状
に
お
い
て
孤
例
で
あ
り
、「（
美
）
濃
国
牟
義

郡
」「
美
濃
国
武
義
郡
」
と
い
っ
た
木
簡
内
部
で
相
対
的
に
多
数
例

と
し
て
認
め
ら
れ
る
ギ
乙
類
の
方
が
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
と
い
っ

た
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
で
採
用
さ
れ
た
表
記
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

こ
の
点
で
、「
三
野
国
ム
下
評
」
の
用
例
が
「
違
例
」
と
し
て
み
な

さ
れ
る
、
と
い
う
手
続
き
が
と
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
氏
族
名
の
「
阿
部
」
は
、
木
簡
で
は
、
平
城
京
（
長
屋

王
邸
）
跡
出
土
の
も
の
な
ど
、「
阿
倍
朝
臣
粳
虫
」（

（1
（

と
い
っ
た
よ
う
に
、

乙
類
の
仮
名
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
一
方
で
、
少
数
例
で
は
あ

る
が
、「
阿
部
朝
臣
大
野
」（

（1
（

と
ベ
が
甲
類
で
書
か
れ
た
も
の
が
平
城

宮
跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
。
後
者
の
「
阿
部
」（
ベ
甲
類
）
の
表

記
は
、
習
書
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
木
簡
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
、
明

瞭
な
楷
書
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
木
簡
に
「
違
例
」
表
記

が
見
え
る
こ
と
は
、
文
字
を
簡
略
化
し
て
書
い
た
結
果
、
甲
類
・
乙

類
の
別
を
考
慮
し
な
い
表
記
が
取
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
が
見
通
さ
れ
る
。
以
上
は
、
行
政
に
関
わ
る
木
簡
に
着
目
し

た
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
木
簡
に
も
仮
名
で
歌
が
書
か
れ
た
も
の
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
で
も
「
違
例
」
と
い
う
の
は
、
古
事
記
や

萬
葉
集
と
い
っ
た
他
の
上
代
文
献
に
見
え
る
表
記
を
規
範
と
し
て
設

定
し
た
場
合
の
、
そ
れ
に
反
す
る
例
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③　

春
草
の
は
じ
め
し
年

皮
留
久
佐
乃
皮
斯
米
之
刀
斯
（
難
波
宮
跡
出
土
）（

（1
（

右
の
木
簡
で
は
、「
春
草
の
は
じ
め
し
年
」（
犬
飼
隆
氏
は
、「
は
じ

め
の0

年
」
と
訓
む
、
注
３
論
著
参
照
）
と
い
う
歌
の
冒
頭
が
記
さ
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
木
簡
の
下
部
は
欠
損
し
て
お
り
歌
の
続
き
は
判

明
し
て
い
な
い
が
、「
春
草
の
」
と
い
う
歌
句
は
、「
春
草
之
」
と
い
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う
表
記
で
萬
葉
集
中
に
三
例
見
え
る
（「
春
草
之�

繁
吾
戀
…
…
」（
春

草
の
繁
き
吾
が
恋
…
…
）
巻
十
・
一
九
二
〇
な
ど
）。
こ
こ
で
問
題
と

な
る
の
は
、「
違
例
」
と
な
る
表
記
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

先
に
同
じ
語
句
（
歌
句
）
が
萬
葉
集
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
が
、「
年
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
も
「
妹
に
言
ひ
し
を�

等
之
能

倍
奴
良
久
」（
年
の
経
ぬ
ら
く
、
巻
十
五
・
三
七
一
九
）、「
登
斯
賀
岐

布
礼
婆
」（
年
が
来
ふ
れ
ば
、
中
巻
・
景
行
天
皇
記
）
と
現
れ
、
ト

は
す
べ
て
乙
類
の
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。右
の
木
簡
に
見
え
る「
刀

斯
」（
年
）
の
ト
は
甲
類
の
仮
名
で
あ
る
た
め
、
古
事
記
や
萬
葉
集

に
照
ら
し
た
場
合
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
表
記
上
、
合
致
し
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

④　

月
夜
好
み
浮
か
れ

津
玖
余
々
美
宇
我
礼
（
平
城
宮
跡
出
土
）（

（1
（

「
月
夜
」（
つ
く
よ
）
と
い
う
語
の
ヨ
は
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、

萬
葉
集
で
は
甲
類
の
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。右
の
木
簡
の
例
で
は
、

「
津
玖
余
」
と
あ
り
、
ヨ
は
乙
類
の
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

右
の
歌
は
、
習
書
の
中
に
重
ね
ら
れ
る
形
で
、
木
簡
に
歌
の
一
部
が

書
か
れ
て
い
る
（
後
述
）。
習
書
の
中
に
歌
の
冒
頭
が
組
み
込
ま
れ

た
木
簡
と
い
う
特
色
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑤　

春
な
れ
ば
い
ま
し
…
…�

夢
よ
妹
は
や
く
い
□
□
ぬ
□
取
り

あ
は
し

波
流
奈
礼
波
伊
万
志
…
…�

由
米
余
伊
母
波
夜
久
伊
□
□
奴
□
止

利
阿
波
志
（
秋
田
城
跡
出
土
）（
（1
（

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
地
方
の
、
秋
田
城
跡
か
ら
出
土
し
た
右
の

木
簡
の
例
で
も
、
乙
類
の
「
止
」
で
「
取
り
あ
は
し
」
の
「
と
」
が

書
か
れ
る
。
語
「
と
る
」（
取
る
）
の
「
と
」
は
、
甲
類
と
乙
類
の

両
方
の
仮
名
が
見
え
る
語
の
音
節
で
あ
る
が
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、

萬
葉
集
の
歌
で
は
乙
類
の
仮
名
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、

「
止
」
の
仮
名
は
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
萬
葉
集
と
い
っ
た
上
代

文
献
に
は
用
い
ら
れ
に
く
い
と
い
う
特
徴
を
持
つ
仮
名
字
母
と
し
て

知
ら
れ
て
お
り
、
編
纂
物
と
一
次
資
料
の
文
字
表
記
の
違
い
の
一
つ

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

二–

三
、
仏
足
石
歌
に
つ
い
て

薬
師
寺
（
奈
良
県
奈
良
市
）
に
現
存
す
る
仏
足
石
歌
は
、
仏
を
追

慕
す
る
歌
が
、
仏
の
足
を
か
た
ど
っ
た
石
に
刻
書
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
仏
足
石
歌
に
見
え
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違
例
」
に

つ
い
て
は
、廣
岡
義
隆『
佛
足
石
記
佛
足
跡
歌
碑
歌
研
究
』に
て「「
跡
」

は
本
来
「
ア
ト
甲
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
止
」
の
ト
乙
類
に
な
っ

て
お
り
、
異
例
で
あ
る
。」（
二
三
〇
頁
）
と
い
っ
た
指
摘
が
見
え
て

い
る
。
軽
部
（
二
〇
二
一
）（

11
（

に
て
、「
跡
」
で
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

単
音
節
語
「
と
」
は
も
と
は
乙
類
で
あ
る
と
考
察
を
示
し
た
が
、
萬

葉
集
の
仮
名
表
記
例
「
あ
と
」
か
ら
み
る
と
、仏
足
石
歌
の
例
は
「
違

例
」
表
記
と
な
る
。
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⑥　

仏
足
石
歌
の
「
あ
と
」

「
慕
佛
跡
一
十
七
首
」（

1（
（

美
阿
止
都
久
留　

伊
志
乃
比
鼻
伎
波　

阿
米
尓
伊
多
利　

都
知

佐
閇
由
須
礼　

知
々
波
々
賀
多
米
尓　
毛
呂
比
止
乃
多
米
尓

（
一
番
歌
）

御
足
跡
造
る　

石
の
響
き
は　

天
に
至
り　

地
さ
へ
揺
す
れ�

父
母
が
為
に　
諸
人
の
為
に

廣
岡
前
掲
論
著
が
仏
足
石
歌
の
作
者
は
複
数
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
上
で
「
筆
録
時
に
、「
阿
止
」
な
ど
仮
名
使
用
上
の
統
一
が
若
干

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
」（
四
四
六
頁
）
と
指
摘
す
る

よ
う
に
、
語
「
あ
と
」
は
剥
落
箇
所
を
除
い
て
全
一
三
例
あ
り
、
助

詞
を
除
く
用
例
数
と
し
て
も
っ
と
も
多
い
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

す
べ
て
、「
阿
止
」
と
ト
乙
類
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。

他
に
も
、「
た
ふ
と
し
」（
貴
し
）
と
い
う
語
の
ト
音
節
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

⑦　

仏
足
石
歌
の
「
た
ふ
と
し
」

「
慕
佛
跡
一
十
七
首
」

伊
可
奈
留
夜　

比
止
尓
伊
麻
世
可　

伊
波
乃
宇
閇
乎　

都
知
止

布
美
奈
志　

阿
都
乃
祁
留
良
牟　
多
布
刀
久
毛
阿
留
可（
五
番
歌
）

如
何
な
る
や　

人
に
坐
せ
か　

石
の
上
を　

地
と
踏
み
な
し　

足
跡
残
け
る
ら
む　
貴
く
も
あ
る
か

久
須
理
師
波　

都
祢
乃
母
阿
礼
等　

麻
良
比
止
乃　

伊
麻
乃
久

須
理
師　

多
布
止
可
理
家
利　
米
太
志
可
利
鶏
利
（
十
五
番
歌
）

薬
師
は　

常
の
も
あ
れ
ど　

客
の　

今
の
薬
師　

貴
か
り
け
り　

愛
だ
し
か
り
け
り

同
一
の
語
の
ト
音
節
が
、
前
者
は
甲
類
に
相
当
す
る
仮
名
で
、
後
者

は
乙
類
に
相
当
す
る
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。

先
の
例
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
点
は
、
萬
葉
集
で
、「
あ
と
」（
跡
）

と
い
う
語
の
仮
名
書
き
例
は
、
巻
十
五
の
遣
新
羅
使
人
歌
群
中
に
、

一
例
の
み
存
在
し
（「
安
刀
毛
奈
吉
（
跡
も
無
き
）
世
の
人
に
し
て
」

（
三
六
二
五
））、
ト
は
甲
類
の
表
記
で
あ
る
。
一
方
で
、
仏
足
石
歌

の
語
「
あ
と
」（
跡
）
の
表
記
は
、
す
べ
て
「
阿
止
」（
ト
乙
類
）
で

あ
る
。
こ
れ
は
編
纂
さ
れ
た
文
学
作
品
で
あ
る
萬
葉
集
と
対
比
さ
せ

た
う
え
で
、「
違
例
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
、
編
纂
物
を
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
表
記
の
規
範
と
し
た
う
え

で
、
一
次
資
料
の
表
記
を
「
違
例
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
み

な
し
方
が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
仏
足
石
歌
内
部
で
、
甲
類
の
ト
・

乙
類
の
ト
の
二
通
り
の
表
記
が
存
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
後
者
の
例
で
は
、
古
事
記
や
萬
葉
集
と
い
っ
た
編
纂
物
か

ら
見
出
さ
れ
た
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
と
い
う
現
象
無
く
し
て
は
、
仏

足
石
歌
内
部
に
見
え
る
語
「
た
ふ
と
し
」
の
表
記
の
う
ち
、
ど
ち
ら

が
書
き
分
け
を
実
践
し
た
例

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
、ど
ち
ら
が
区
別
に
反
し
た
「
違
例
」

で
あ
る
か
を
、
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
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三
、「
違
例
」
の
様
相
と
資
料
的
性
格
と
の
関
連

萬
葉
集
は
、
写
本
の
形
で
現
代
に
至
る
ま
で
読
み
継
が
れ
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
歌
々
を
長
期
に
わ
た
っ
て
保
存
す
る
こ
と
を
意
図
し

て
編
ま
れ
た
歌
集
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る（

11
（

。
ま
た
、
仏
足
石
歌
も
、

石
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
簡
単
に
破
損

す
る
こ
と
の
な
い
と
い
う
意
味
で
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
残
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
刻
ま
れ
た
文
字
、
歌
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
こ
の
二

つ
は
、
歌
に
ま
つ
わ
る
題
詞
・
左
注
と
、
歌
そ
の
も
の
が
仮
名
を
駆

使
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
方
で
、
木
簡
は
、
削
っ
た
り
、
廃
棄
す
る
前
提
で
書
か
れ
る
も

の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
木
簡
と
い
う
資
料
群
の
括
り
で
は
、
雑
多
な

内
容
の
事
柄
が
書
か
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
ま
た
、
歌
が
書
か
れ

て
い
る
木
簡
に
注
目
す
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
平
城
宮
出
土
の
木

簡
（『
平
城
宮
木
簡
』
一
、79
参
照
）
で
は
、未
完
と
さ
れ
る
「
謹
解
」

で
始
ま
る
文
書
の
文
章
の
ほ
か
に
、「
津
玖
余
々
美
宇
我
礼
」
と
い

う
歌
が
書
か
れ
、
そ
の
裏
面
に
は
「
皇
」
や
「
雁
」
と
い
う
文
字
が

繰
り
返
し
書
か
れ
る
習
書
が
み
え
る
。
一
つ
の
木
簡
内
で
も
雑
多
な

内
容
が
書
か
れ
て
い
る
様
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も

こ
の
木
簡
は
、
あ
る
文
字
や
あ
る
文
章
を
長
く
保
存
す
る
と
い
う
目

的
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
と
、
萬
葉
集
と
仏
足
石
歌
は
、
文
字
が
書
か
れ
る
素
材

や
形
態
か
ら
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
残
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か

れ
て
い
る
文
字
資
料
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
木
簡
の
場
合
は
、
最
終
的

に
は
廃
棄
す
る
前
提
で
書
か
れ
た
も
の
（
そ
し
て
、
実
際
に
廃
棄
さ

れ
、
土
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

一
方
で
、「
違
例
」
の
現
れ
方
の
観
点
で
い
え
ば
、
書
か
れ
る
も

の
が
ど
の
程
度
堅
牢
で
耐
久
性
の
あ
る
素
材
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
ほ
ど
関
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
萬
葉
集
は
、
書
き
写

さ
れ
て
、
地
理
的
に
広
範
囲
に
、
不
特
定
多
数
の
目
に
触
れ
る
形
で

伝
来
し
た
の
に
対
し
、
木
簡
や
仏
足
石
歌
は
、
素
材
と
な
っ
た
木
や

石
が
移
動
で
き
る
範
囲
内
で
の
み
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
伝
達
が

な
さ
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
木
簡
は
、
移
動
さ
せ
る
こ

と
が
容
易
で
あ
る
一
方
で
、
木
簡
自
体
が
行
き
来
で
き
、
物
を
直
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
範
囲
で
し
か
、
こ
と
ば
の
伝
達
が
な
さ

れ
な
い
。
現
存
す
る
仏
足
石
歌
も
、木
簡
も
、書
か
れ
た
当
時
に
あ
っ

て
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
内
部
で
機
能
を
果
た
す
テ

ク
ス
ト
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
扱
う
一
次
資
料
で

は
、
木
簡
や
仏
足
石
歌
と
い
う
物
自
体
を
直
接
享
受
す
る
こ
と
の
で

き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
、
伝
達
さ
れ
れ
ば
よ
い
文
字
表
記
が

採
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

木
簡
や
仏
足
石
歌
に
お
い
て
「
違
例
」
が
散
見
す
る
そ
の
理
由
と

し
て
は
、木
や
石
と
い
う
物
に
即
し
て
こ
と
ば
の
伝
達
が
な
さ
れ
る
、

そ
の
限
定
的
な
範
囲
内
で
享
受
さ
れ
た
、
テ
ク
ス
ト
読
解
の
あ
り
方
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が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

四
、
木
簡
に
認
め
ら
れ
る
「
違
例
」
の
位
置
づ
け

木
簡
で
は
、
木
簡
の
発
信
者
（
書
き
手
）
と
受
信
者
（
読
み
手
）

の
相
互
の
間
で
、
文
字
に
よ
っ
て
や
り
と
り
を
す
る
そ
の
前
提
が
共

有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
仏
足
石
歌
で
は
、
仏
の
足
跡

を
か
た
ど
っ
た
石
と
い
う
素
材
に
、
題
詞
と
し
て
「
慕
佛
跡
一
十
七

首
」
と
あ
り
、
仏
の
足
跡
を
讃
え
る
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
文

脈
が
、
歌
を
読
解
す
る
時
点
で
読
み
手
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
書

き
手
と
読
み
手
と
の
間
に
暗
黙
の
了
解
と
も
い
え
る
共
有
さ
れ
た
文

脈
が
あ
る
の
で
あ
る
。
木
簡
や
仏
足
石
の
よ
う
に
、
文
字
が
書
か
れ

た
物
が
、
個
別
の
文
脈
に
属
し
て
い
る
と
き
、
音
の
厳
密
な
区
別
に

依
存
し
な
い
表
記
が
採
ら
れ
た
と
見
通
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
問
題
提
起
を
行
い
た
い
。
木
簡
の
文
字
表

記
を
読
解
す
る
、
そ
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の

「
違
例
」
は
、〝
区
別
す
べ
き
も
の
に
違
反
し
た
表
記
〟
と
位
置
づ
け

る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
一
次

資
料
上
の
「
違
例
」
は
、
区
別
す
べ
き
も
の
を
区
別
し
て
い
な
い
、

古
事
記
や
萬
葉
集
と
い
っ
た
編
纂
物
で
の
表
記
に
対
し
て
不
完
全
な

表
記
と
果
た
し
て
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
裏
返
せ
ば
、
木

簡
資
料
群
で
の
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
合
致
し
て
い
る
表
記
は
、
表

記
の
慣
習
も
あ
る
中
で
、
当
時
の
書
き
手
が
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
を

逐
一
区
別
し
た
表
記
で
あ
る
と
、
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う

か
。従

来
、「
違
例
」
表
記
が
あ
る
こ
と
が
、
木
簡
と
い
う
文
字
資
料

を
位
相
的
に
位
置
づ
け
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
木
簡
の

場
合
、
個
々
の
書
か
れ
た
も
の
ご
と
に
書
き
手
は
異
な
る
し
、
書
か

れ
た
目
的
・
用
途
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
資
料
の
総

体
（
木
簡
群
）
と
し
て
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
を
見
出
す
こ
と
は
有

効
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
一
つ
の
文
学
作
品
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も

の
と
は
異
な
る
木
簡
群
に
つ
い
て
、
書
き
分
け
ら
れ
て
い
な
い
表
記

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
も
の
を
、
い
か
な
る
立
場
か
ら
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
。

萬
葉
集
は
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
文
学
作
品
と
し
て
編
ま
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
大
多
数
の
表
記
が
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
合

致
す
る
と
い
え
る
。
そ
の
場
合
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
合
わ
な
い

表
記
は
、上
代
特
殊
仮
名
遣
い
を
区
別
し
て
い
な
い
表
記
と
見
な
せ
、

「
違
例
」と
い
う
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
。
萬
葉
集
の「
違
例
」は
、

上
代
特
殊
仮
名
遣
い
が
機
能
す
る
中
で
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
書
き

方
だ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
一
次
資
料
上
で
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
区
別
に
合
致
し

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
書
き
手
が
そ
れ
を
区
別
し
た
も

の
か
ど
う
か
は
、実
際
の
と
こ
ろ
分
か
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
区
別
に
、
結
果
的
に
、
合
う
も
の
と
合
わ
な

い
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
木
簡
の
文
字
表
記
の
実
際
の
と
こ
ろ

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、萬
葉
集
で
は
、「
違
例
」
の
数
量
が
相
対
的
に
少
な
く
、

誤
写
等
の
考
え
難
い
一
次
資
料
上
の
木
簡
や
仏
足
石
歌
に
、「
違
例
」

が
目
立
っ
て
散
見
す
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
こ
れ
を
議
論
の
出

発
点
と
し
た
。
そ
こ
で
は
、
何
を
「
違
例
」
と
み
な
す
か
と
い
う
点

に
お
い
て
諸
説
あ
り
、「
違
例
」
認
定
の
段
階
で
問
題
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
木
簡
や
仏
足
石
歌
の
場
合
に
指
す
「
違
例
」
と
は
、
編
纂
物

と
対
照
さ
せ
た
う
え
で
の
見
立
て
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

同
じ
く
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
書
か
れ
た
萬
葉
集
、
木
簡
、
仏
足

石
歌
で
あ
っ
て
も
、「
違
例
」
の
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
は
、
広
い
地
域
・
広
い
時
代
に
わ
た
っ

て
享
受
さ
れ
る
か
、
享
受
の
さ
れ
方
が
狭
く
限
定
的
で
あ
る
か
と
い

う
違
い
が
関
与
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
紙
に
書
か
れ
て
い

る
萬
葉
集
で
は
、
書
き
写
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
や
地
域
を

超
え
て
享
受
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
木
簡
で
は
、
木
簡
そ
の
も
の

が
移
動
し
、
物
自
体
が
享
受
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

石
と
い
う
素
材
に
刻
ま
れ
た
仏
足
石
歌
で
は
、
物
と
し
て
広
い
範
囲

に
わ
た
っ
て
移
動
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
ず
、
狭
く
限
ら
れ
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
享
受
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
え
、
そ
の
堅
牢
な
素
材

ゆ
え
に
、
長
期
間
の
保
存
に
耐
え
う
る
と
い
う
資
料
的
性
質
を
持
つ

も
の
と
分
析
さ
れ
る
。

テ
ク
ス
ト
が
、
文
学
作
品
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う

観
点
で
は
、
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
た
「
褻
」
と
「
晴
」
の
関
係
に

な
ぞ
ら
え
る
と
、
使
い
捨
て
ら
れ
る
性
格
の
木
簡
対
文
学
作
品
と
し

て
長
期
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
る
萬
葉
集
や
仏
足
石
歌
（
し
か
も
、
そ

の
素
材
は
紙
や
石
で
あ
る
）
と
い
う
対
立
構
造
が
考
え
ら
れ
る
が
、

「
違
例
」
な
る
も
の
を
認
め
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時

代
に
お
い
て
、広
く
様
々
な
地
域
に
わ
た
っ
て
享
受
さ
れ
る
も
の
か
、

限
定
的
な
範
囲
・
人
々
に
享
受
さ
れ
る
か
と
い
う
要
素
が
、
大
き
く

関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
違
例
」
が
目
立
つ
の
は
、

使
い
捨
て
ら
れ
た
木
簡
と
、
石
と
い
う
堅
牢
な
素
材
に
、
恐
ら
く
後

世
に
残
る
こ
と
を
意
図
し
て
刻
ま
れ
た
仏
足
石
歌
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、「
違
例
」
を
含
め
た
テ
ク
ス
ト
の
内
容
の
伝
達
は
、
木
簡
と

い
う
物
、
仏
足
石
と
い
う
物
に
即
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
、
文
字
表
記
を
読

解
す
る
う
え
で
の
前
提
と
な
る
文
脈
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。

萬
葉
集
は
、
前
述
の
通
り
、
書
き
写
さ
れ
て
読
み
継
が
れ
る
余
地

が
あ
る
が
、
木
簡
で
あ
れ
ば
発
信
者
と
受
信
者
が
自
明
で
あ
り
、
か

つ
使
い
捨
て
ら
れ
る
素
材
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
仏
足
石
歌
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は
御
仏
の
足
を
か
た
ど
っ
た
石
に
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に

意
味
が
あ
る
と
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
、
木
や
石
と
い
う
媒
体
に
沿
っ

た
読
解
の
あ
り
方
で
あ
り
、
書
き
手
と
読
み
手
の
間
で
す
で
に
共
有

す
る
文
脈
に
従
っ
た
読
解
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
え
る
。
狭
い
、
限

定
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
の
そ
う
し
た
読
解
の
あ
り
方
が
、
上
代

特
殊
仮
名
遣
い
を
区
別
し
な
い
と
い
う
読
み
書
き
の
様
相
を
成
立
さ

せ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
現
代
の
研
究
者
が
分
析
す
る
「
違
例
」
は
、
果

た
し
て
当
時
に
あ
っ
て
も
「
違
例
」
と
し
て
書
か
れ
、
読
ま
れ
た
存

在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
と

い
う
現
象
あ
り
き
で
文
字
表
記
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
一
次
資
料
で

の
区
別
の
様
相
が
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
。

注（
（
）�朝
倉
書
店
、
二
〇
一
四
、「
上
代
語
」【
音
韻
】
の
項
、
沖
森
卓
也
。

（
2
）�「
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違
例
」
に
つ
い
て
」『
叙
説
』
四
五
号
、

奈
良
女
子
大
学
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
会
、
二
〇
‐
四
〇
頁
、

二
〇
一
八
年
三
月
に
て
詳
述
し
た
。

（
3
）�犬
飼
隆
『
木
簡
か
ら
探
る
和
歌
の
起
源　
「
難
波
津
の
歌
」
が
う

た
わ
れ
書
か
れ
た
時
代
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
）、
三
六
頁
。

（
4
）�乾
善
彦
『
日
本
語
書
記
用
文
体
の
成
立
基
盤

―
表
記
体
か
ら
文

体
へ

―
』
第
二
章
「
ウ
タ
の
仮
名
書
と
万
葉
集
」
第
二
節
「
歌

木
簡
の
仮
名
使
用
」（
初
出
の
論
文
は
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
〇
の

も
の
）、
八
二
頁
。

（
5
）�「
晴
」
と
「
褻
」
と
い
う
位
相
の
区
分
お
よ
び
文
字
表
記
の
捉
え

方
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
喬
氏
が
疑
義
を
呈
し
て
い
る
（
表
記
研
究

会
で
の
口
頭
発
表
：
鈴
木
喬
「
上
代
に
お
け
る
位
相
と
漢
字
運
用

―
「
日
常
ふ
だ
ん
」
と
「
精
錬
」
と
―
」、
二
〇
二
三
年
六
月

二
五
日
）。

（
6
）�三
省
堂
、
一
九
六
七
。

（
7
）�和
泉
書
院
、
二
〇
一
五
。
な
お
、
本
稿
で
の
仏
足
石
歌
の
本
文
お

よ
び
釈
読
は
、
廣
岡
論
著
に
従
っ
た
。

（
8
）�本
節
は
、
軽
部
（
二
〇
一
八
）
に
も
と
づ
く
。

（
9
）�語
の
数
え
方
と
し
て
は
、
同
一
の
形
態
素
を
も
つ
と
判
断
さ
れ
る

も
の
は
、
動
詞
と
名
詞
と
い
っ
た
品
詞
の
異
な
り
が
あ
っ
て
も
、

異
な
り
語
の
単
位
で
一
語
と
み
な
し
た
。
地
名
・
人
名
・
氏
族
名

と
い
っ
た
固
有
名
を
除
い
て
数
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
定
が
困

難
で
あ
る
固
有
名
が
認
め
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

（
（0
）�「
作
品
論
的
共
時
論
」
の
観
点
で
、
尾
山
慎
『
上
代
日
本
語
表
記

論
の
構
想
』
第
２
節
「
理
論
的
設
定
に
滲
み
だ
す
〝
現
実
〟

―

研
究
方
法
へ
の
思
惟

―
」（
花
鳥
社
、
二
〇
二
一
）
に
て
詳
述

さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）�本
節
は
、軽
部
利
恵
「
木
簡
に
お
け
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
「
違

例
」
に
つ
い
て
」（『
美
夫
君
志
』
九
八
、二
〇
一
九
）
に
も
と
づ
く
。



― 12 ―

（
（2
）�『
評
制
下
荷
札
木
簡
集
成
』
一
〇
二
。

（
（3
）�『
木
簡
研
究
』
一
一
（
一
九
八
九
）、
二
五
頁
。

（
（4
）�『
木
簡
研
究
』
二
二
（
二
〇
〇
〇
）、
一
一
〇
頁
。

（
（5
）�『
平
城
宮
木
簡
』
六
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
、
二
〇
〇
四
）、�

八
九
三
一
。

（
（6
）�『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』十
五（
一
九
八
二
）、二
六
頁
。

（
（7
）�『
木
簡
研
究
』
三
一
（
二
〇
〇
九
）、
三
四
頁
。

（
（8
）�『
平
城
宮
木
簡
』
一
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
、
一
九
六
九
）、�

七
九
。

（
（9
）�『
木
簡
研
究
』
二
九
（
二
〇
〇
七
）、
一
六
〇
頁
。

（
20
）�軽
部
利
恵
「
萬
葉
集
の
「
跡
」
字

―
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
と
訓

仮
名
を
め
ぐ
っ
て
」（『
萬
葉
』
二
三
二
、二
〇
二
一
）。

（
2（
）�な
お
、廣
岡
義
隆
氏
は
、『
佛
足
石
記
佛
足
跡
歌
碑
歌
研
究
』
に
て
、

題
詞
の
「
慕
」
字
の
う
え
に
「
敬
」
字
が
あ
っ
た
と
想
定
し
て
い

る
（
二
三
〇
頁
）。

（
22
）�小
川
靖
彦
氏
は
、
原
萬
葉
集
は
巻
子
本
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る

（
小
川
靖
彦
「
書
物
と
し
て
の
万
葉
集
」（
神
野
志
隆
光
編
『［
必
携
］

万
葉
集
を
読
む
た
め
の
基
礎
百
科
』
學
燈
社
、
改
訂
版
二
〇
〇
三
）

初
出
二
〇
〇
二
）。
こ
こ
で
は
、
書
き
写
さ
れ
て
伝
来
し
て
き
た

巻
子
本
の
経
典
と
そ
の
書
写
が
想
起
さ
れ
る
。

【
付
記
】

・�

本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
度
の
奈
良
女
子
大
学
学
位
申
請
論
文
・
博

士
論
文
「
上
代
日
本
語
に
お
け
る
仮
名
表
記
論
」（
博
課
第

６
８
１
号
）
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。

・�

本
研
究
は
、JSPS

科
研
費22K

20026

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
す
。

（
か
る
べ
　
り
え
・
実
践
女
子
大
学
助
教
）


