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『
万
葉
集
』
巻
一
－
二
五
・
二
六
歌
の
語
る
も
の

は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
巻
l
の
二
五
・
二
六
歌
は
周
知
の
天
武
天
皇
の
歌
と
或
る
本
の

歌
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
巡
っ
て
ほ
、
そ
の
表
現
（
言
い
回

し
）
　
に
、
類
似
す
る
歌
が
幾
つ
か
挙
げ
ら
れ
、
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ

て
来
た
。
そ
の
研
究
史
に
関
し
て
は
『
万
葉
集
を
学
ぶ
　
第
一
執
』
「
天
武

御
製
の
性
格
」
　
に
露
木
情
義
が
コ
ソ
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
露

木
の
論
も
含
め
て
、
な
か
な
か
納
得
で
き
な
い
。
そ
こ
で
も
う
l
つ
論
を
立

て
ら
れ
た
ら
と
思
う
。

一
　
二
五
番
歌
と
そ
の
周
辺
の
歌

①
　
　
　
天
皇
の
御
製
歌

そ
の
山
道
を
（
巻
一
－
二
五
）

②
　
　
　
或
る
本
の
歌

み
芳
野
の

時
じ
く
ぞ

間
な
く
そ

そ
の
雪
の

そ
の
雨
の

隈
も
お
ち
ず

そ
の
山
道
を

耳
我
の
山
に

雪
は
降
る
と
ふ

雨
は
降
る
と
ふ

時
じ
き
が
ご
と

間
な
き
が
ご
と

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

（
巻
一
－
二
六
）

横
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右
句
々
相
換
れ
り
。
因
り
て
こ
こ
に
重
ね
て
載
す
。

み
青
野
の

時
な
く
そ

間
な
く
そ

そ
の
雪
の

そ
の
雨
の

隈
も
お
ち
ず

耳
我
の
嶺
に

雪
は
降
り
け
る

雨
は
零
り
け
る

時
な
き
が
如

間
な
き
が
如

恩
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

③
　
み
青
野
の

間
な
く
ぞ

時
じ
く
ぞ

そ
の
雨
の

御
金
の
岳
に

雨
は
降
る
と
い
ふ

雪
は
降
る
と
い
ふ

間
な
き
が
ご
と

着
〒
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そ
の
雪
の
　
時
じ
き
が
ご
と

間
も
お
ち
ず
　
我
れ
ほ
ぞ
恋
ふ
る

妹
が
直
香
に
　
（
巻
十
三
Ⅰ
三
二
九
三
）

反
歌

み
雪
降
る
　
青
野
の
岳
に
　
居
る
雲
の

外
に
見
し
子
に
　
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
巻
十
三
－
三
二
九
四
）

右
の
二
首

④
　
小
治
田
の

間
な
く
ぞ

時
じ
く
ぞ

汲
む
人
の

飲
む
人
の

我
妹
子
に

年
魚
道
の
水
を

人
は
汲
む
と
い
ふ

人
は
飲
む
と
い
ふ

間
な
き
が
ご
と

時
じ
き
が
ご
と

我
が
恋
ふ
ら
く
は

や
む
時
も
な
し
　
（
巻
十
三
－
三
二
六
〇
）

虜
歌

思
ひ
遣
る
　
す
べ
の
た
づ
き
も
　
今
は
な
し

君
に
逢
は
ず
て
　
年
の
経
ぬ
れ
ば
（
巻
十
三
－
三
二
六
こ

今
案
ふ
る
に
、
こ
の
反
歌
は
「
君
に
逢
は
ず
」
と
謂
へ
れ
ば
理
に
合

は
ず
。
よ
ろ
し
く
「
妹
に
は
ず
」
と
言
ふ
べ
し
。

歌
は
　
『
万
葉
集
』
　
に
こ
の
よ
う
に
現
れ
る
。
特
に
①
は
「
天
皇
御
製
歌
」

と
い
う
題
詞
に
よ
っ
て
、
『
日
本
書
紀
』
　
の
天
武
天
皇
条
と
の
関
わ
り
で
論

じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
上
、
①
～
④
の
作
ら
れ
た
時
間
的
後
先
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

④
に
は
、
反
歌
の
「
理
於
不
合
」
性
と
「
戎
本
反
歌
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
当
面
考
察
か
ら
外
し
て
、
①
を
中
心
に
考
え
て
行
き
た
い
。

ま
ず
幾
つ
か
特
徴
的
な
所
を
押
さ
え
て
置
こ
う
。

1
、
歌
の
言
葉
を
巡
っ
て

ィ
、
①
～
③
は
青
野
の
地
名
、
耳
我
の
嶺
・
耳
我
の
山
・
御
金
の
岳
が
歌

い
込
め
ら
れ
て
い
て
、
④
の
小
治
田
の
年
魚
道
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
歌
が
作
ら
れ
た
時
間
的
後
先
を
決
め
る
こ
と
は
一
概
に
出
来
な

い
が
、
同
じ
よ
う
な
言
い
回
し
の
う
ち
に
地
名
を
代
え
て
歌
い
続
け
ら

れ
る
土
壌
の
存
在
を
想
定
出
来
る
。
所
謂
「
叛
歌
」
性
へ
の
手
掛
か
り

と
な
し
得
よ
う
。

ロ
、
①
～
③
に
つ
い
て
、
「
時
」
は
「
雪
」
に
、
「
間
な
く
ぞ
」
は
「
雨
」

に
対
応
す
る
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
山
辺
赤
人
は

「
時
じ
く
ぞ
　
雪
は
降
り
け
る
」
（
巻
三
－
三
l
七
）
と
、
こ
の
後
歌
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
⑥
は
「
間
な
く
ぞ
　
人
は
汲
む
と
い
ふ

時
じ
く
ぞ
　
人
は
飲
む
と
い
ふ
」
と
い
う
こ
と
で
、
①
～
③
の
「
時
」

と
「
間
」
が
自
然
現
象
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
①
は

人
間
の
行
為
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
汲
む
人
の
　
間
な
き
が
ご

と
　
飲
む
人
の
　
時
じ
き
が
ご
と
」
は
、
水
を
汲
み
に
人
々
が
切
れ
目

な
く
や
っ
て
く
る
こ
と
、
水
を
飲
む
人
は
時
を
選
ば
な
い
こ
と
を
歌
っ

て
、
同
様
に
人
間
の
行
動
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
、
雪
と
雨
と
が
時
と
な
く
間
を
置
か
ず
に
降
り
続
く
も
の
と
し
て
、
連

続
性
（
継
続
性
）
を
表
し
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
連
続
性
（
継
続

性
）
は
何
に
つ
い
て
の
連
続
性
（
継
続
性
）
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、

①
②
は
「
思
ふ
」
こ
と
の
連
続
性
（
継
続
性
）
、
③
は
「
恋
ふ
」
連
続

性
（
継
続
性
）
、
④
は
「
恋
ふ
こ
と
」
の
連
続
性
（
継
続
性
）
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
、
連
続
的
・
継
続
的
に
「
思
ふ
」
こ
と
と
「
恋
ふ
」
こ
と
に
つ
い
て
、
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①
②
が
何
を
「
思
ふ
」
の
か
解
か
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
③
④
ほ
「
妹

が
直
香
」
「
我
妹
子
」
に
「
恋
ふ
」
こ
と
だ
と
い
う
。
勿
論
こ
れ
は
男

の
立
場
か
ら
の
歌
だ
と
い
う
こ
と
も
解
る
。

ホ
、
次
に
は
①
の
「
け
る
」
と
、
②
・
③
④
の
「
と
ふ
」
・
「
と
い
ふ
」
に

つ
い
て
。
①
の
「
け
る
」
は
概
ね
詠
嘆
と
解
釈
さ
れ
て
来
た
と
し
て
よ

か
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
歌
が
壬
申
の
乱
に
直
結
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
て
来

た
か
ら
な
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
「
と
ふ
」
「
と
い
ふ
」
　
の
よ
う
に
用

い
る
こ
と
が
全
く
考
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
も
言
い
切
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。

．
表
現
を
巡
っ
て

へ
、
ホ
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
は
、
「
時
な
く
そ
　
雪
は
降
り
け
る
　
間

な
く
そ
　
雨
は
降
り
け
る
」
を
巡
る
、
い
わ
ゆ
る
「
実
景
」
論
が
問
わ

れ
る
。
「
時
な
く
」
「
雪
は
降
」
る
だ
ろ
う
か
、
「
間
な
く
」
「
雨
は
降
」

る
だ
ろ
う
か
と
問
う
て
見
れ
ば
よ
い
。
「
雪
は
降
り
」
「
雨
は
降
り
」
は

現
実
に
あ
り
得
る
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
問
題
は
連
続
的
・

継
続
的
に
「
雪
は
降
り
」
「
雨
は
降
り
」
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
を
「
粟
が
降
り
続
け
る
」
と
解
釈
す
る
学
者
も
い
る
が
、
「
皇
極

二
年
二
月
是
の
月
紀
」
に
は
、
「
風
ふ
き
雷
な
り
て
雨
氷
ふ
卑
」
と
あ

り
、
「
雨
氷
」
が
、
「
み
ぞ
れ
」
と
訓
ま
れ
て
い
て
、
無
理
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

、
歌
の
歌
わ
れ
た
順
序
を
巡
っ
て

ト
、
イ
で
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
①
か
ら
⑥
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ

れ
ば
れ
が
作
ら
れ
た
時
間
的
順
序
は
決
定
で
き
る
か
。
澤
溶
『
万
葉
集

注
釈
』
は
、
「
調
べ
の
さ
ま
山
岡
本
宮
は
じ
め
つ
ご
ろ
」
と
い
う
『
万

葉
教
』
の
指
摘
を
受
け
、
④
を
紆
明
天
皇
の
頃
の
「
古
歌
謡
」
と
見
な

し
、
①
～
④
の
「
い
づ
れ
に
歌
境
の
現
実
性
、
具
象
性
が
あ
る
か
」

「
い
づ
れ
に
作
者
の
個
性
が
感
じ
ら
れ
る
か
、
い
づ
れ
を
そ
の
個
性
の

崩
れ
た
俸
諦
歌
と
認
む
べ
き
か
」
と
問
い
、
①
「
の
如
き
古
歌
謡
が
あ

っ
た
、
そ
れ
を
紛
本
と
し
て
、
作
歌
の
才
能
あ
る
個
人
に
よ
っ
て
別
の

創
作
が
試
み
ら
れ
た
、
そ
れ
が
（
二
五
）
　
の
作
で
あ
る
、
そ
れ
が
ま
た

俸
詞
さ
れ
て
ゐ
る
間
に
（
二
六
）
　
の
如
き
作
と
も
な
り
、
更
に
先
の
古

歌
謡
の
流
れ
を
も
併
せ
て
」
③
「
の
如
き
作
と
も
な
っ
た
」
と
結
論
づ

け
た
。
こ
の
考
え
の
前
後
に
幾
つ
か
の
考
え
方
が
提
示
さ
れ
て
現
在
に

至
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
に
は
何
れ
触
れ
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
考
え
て

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
真
淵
と
澤
涛
久
孝
の
置
か
れ
た
時
代

の
相
違
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
考
察
の
根
源
を
支
え
る
根
拠
と
な

る
と
き
、
尚
更
で
あ
る
。
真
淵
が
「
調
べ
の
さ
ま
」
を
「
崗
本
宮
は
じ

め
つ
ご
ろ
」
　
の
も
の
と
判
断
し
た
時
、
そ
れ
は
「
崗
本
宮
は
じ
め
つ
ご

ろ
」
　
の
「
調
べ
の
さ
ま
」
が
根
拠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
時
代
と
し
て
の

特
性
、
即
ち
個
性
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
で
は
な
か
っ

た
は
ず
だ
。
一
方
洋
語
の
挙
げ
て
い
る
の
は
、
正
に
近
代
そ
の
も
の
の

象
徴
で
あ
る
。
「
作
歌
の
才
能
あ
る
個
人
に
よ
っ
て
別
の
創
作
が
試
み

ら
れ
た
」
と
い
う
が
、
「
作
者
の
個
性
が
感
じ
ら
れ
」
な
け
れ
ば
歌
は

存
在
し
得
な
か
っ
た
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
時
代
に
西
欧
よ

り
導
入
し
た
一
つ
の
価
値
観
を
、
古
代
の
歌
を
考
え
る
と
き
の
根
源
に

置
こ
う
と
す
る
の
は
、
些
か
無
理
な
こ
と
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

以
上
幾
つ
か
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
で
、
当
面
の
課
題
が
見
え
て
来
た
よ

ぅ
に
思
わ
れ
る
。
特
徴
の
全
て
を
論
じ
切
れ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、

考
え
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
て
行
こ
う
。
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二
　
「
類
歌
性
」
と
「
個
歌
性
」

行
き
成
り
「
個
歌
性
」
と
書
い
た
。
「
撰
歌
性
」
と
対
応
さ
せ
た
い
と
考

え
て
の
造
語
で
あ
滝
。
簡
単
望
苧
え
ば
、
澤
清
久
敬
の
指
摘
す
る
「
作
者
の

個
性
が
感
じ
ら
れ
勧
」
歌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
①
～
①
を
も
う
l
度
見
て
見
る
と
、
動
か
し
難
い
こ
と
と
し
て
、

「
時
な
く
」
「
時
じ
く
」
「
間
な
く
」
「
時
じ
き
」
「
間
な
き
」
・
「
雪
」
「
雨
」
・
対

句
の
使
用
等
に
見
ら
れ
る
類
似
性
と
、
「
み
青
野
の
　
耳
我
の
嶺
」
「
み
青
野

の
　
耳
我
の
山
」
「
み
青
野
の
　
御
金
の
岳
」
「
小
治
田
の
　
年
魚
道
」
等
、

固
有
の
地
名
に
関
わ
っ
て
、
言
わ
ば
「
区
別
性
」
と
も
い
う
べ
き
効
果
を
示

す
現
象
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
類
似
性
」
　
の
厳
然
と
存
在
す

る
事
実
を
、
こ
れ
ま
で
は
「
民
謡
」
　
の
持
つ
特
性
と
し
て
処
理
し
て
来
た
。

し
か
し
な
が
ら
例
え
「
民
謡
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
比
較
し
て

み
れ
ば
、
そ
の
「
民
謡
」
個
別
の
抱
え
る
存
在
理
由
に
よ
っ
て
、
「
個
歌
性
」

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
無
い
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
「
民

謡
」
と
は
い
え
、
誰
か
が
作
ら
な
い
こ
と
に
は
存
在
し
得
な
い
。
そ
れ
ば
か

り
か
、
人
々
の
心
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
歌
い
継
が
れ
る
こ
と
は
あ

り
得
ま
い
。
「
民
謡
」
に
託
つ
け
て
「
類
似
睡
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
考

え
が
何
に
立
脚
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
「
文
学
は
個
性
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
近
代
以
来
の
考
え
方
で
あ
る
と
私
は
押
さ
え
て
い
る
。
つ

ま
り
個
性
の
あ
る
歌
の
対
極
と
し
て
、
「
民
」
の
「
謡
ト
を
想
定
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
民
」
を
最
近
の
『
字
泡
』
で
見
る
と
、
「
同

氏
、
古
く
は
神
の
徒
隷
と
し
て
、
神
に
つ
か
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
回
　
ひ

と
、
新
附
の
民
。
政
治
支
配
の
対
象
た
る
も
の
を
い
う
。
回
　
冥
と
通
じ
、

く
ら
い
、
お
ろ
か
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ロ
～
回
の
何
れ
も
「
民
謡
」

の
「
民
」
　
の
字
に
含
ま
れ
る
の
だ
と
考
え
る
の
は
考
え
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
「
個
人
の
才
能
に
よ
っ
て
個
性
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
文
学
に
個
性

を
付
与
し
価
値
あ
ら
し
め
る
も
の
」
と
す
れ
ば
、
団
～
回
は
そ
の
対
極
に
あ

る
も
の
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
『
字
通
』
に
よ
れ
ば
、
「
民
謡
」
と
い

ぅ
言
葉
は
、
既
に
宋
の
時
代
の
王
萬
稀
の
詩
に
「
若
（
も
）
し
民
謡
の
起
る

有
ら
ば
　
曹
（
ま
き
）
に
帝
澤
の
春
を
歌
ふ
べ
し
」
と
在
る
い
う
。
今
後
更

に
古
い
用
例
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
国
内
の
用
例
に
つ
い
て

は
安
永
六
年
（
l
七
七
七
）
刊
行
の
『
古
今
諺
』
（
赤
松
赤
城
）
に
在
る
由
、

『
古
代
歌
謡
諭
』
が
「
藤
沢
衛
彦
『
日
本
民
謡
研
究
』
三
貢
」
を
指
摘
し
、

祐
介
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
用
例
に
当
面
問
題
に
し
て
直
る
こ
と
は

立
ち
現
れ
難
い
。
「
民
謡
」
問
題
の
ポ
イ
ソ
ト
は
『
古
代
歌
謡
諭
』
に
簡
潔

に
ま
と
め
て
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
近
代
の
産
物
で
あ
る
。
土
橋
は
相
良
守

峯
の
　
『
ド
イ
ツ
文
学
史
、
古
典
篇
』
な
ど
か
ら
、
「
ド
イ
ツ
の
民
謡
研
究
は
、

十
八
世
紀
半
ば
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
覇
業
を
契
機
と
す
る
民
族
的
自
覚

に
伴
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
源
は
ヘ
ル
ダ
ー
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ヘ
ル
ダ
ー
は
文
学
に
民
族
の
独
創
性
を
要
求
し
、
其
の
文
学
は
個
人
の
作
で

あ
っ
て
も
、
民
族
の
所
産
と
し
て
見
よ
う
と
し
た
」
と
解
し
て
い
る
。
㌧
」
の

よ
う
な
見
方
は
現
在
も
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
『
ド
イ
ツ
文
学
免
』
で

小
沢
俊
夫
は
「
ド
イ
ツ
で
民
衆
文
学
・
伝
承
文
学
へ
の
評
価
を
理
論
的
に
う

た
い
あ
げ
た
」
　
ヘ
ル
ダ
ー
を
紹
介
し
、
カ
ソ
ト
等
を
師
と
し
、
「
『
近
代
ド
イ

ッ
文
学
断
想
』
　
（
一
七
六
七
－
六
八
）
　
は
、
ド
イ
ツ
の
文
学
が
古
典
文
学
の

模
倣
を
脱
し
て
創
造
性
を
発
揮
す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
天
才
の
覚
醒
を
訴

㈹

え
た
」
と
言
い
、
同
書
で
池
田
香
代
子
は
、
一
七
七
〇
年
頃
「
人
び
と
の
意

識
の
な
か
に
ド
イ
ツ
と
い
う
国
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
は
い
な
か

っ
た
。
い
る
の
は
ず
ク
セ
ソ
人
や
バ
イ
エ
ル
ソ
人
で
、
彼
ら
は
、
自
分
た
ち

は
ザ
ク
セ
ソ
語
や
バ
イ
エ
ル
ソ
語
を
話
し
、
た
が
い
に
異
な
る
文
化
圏
を
か

た
ち
づ
く
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
」
と
言
う
。
従
っ
て
「
政
治
的
な
求
心

力
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
」
し
、
「
文
芸
も
、
啓
蒙
的
理
性
を
重
ん
じ
る
フ

ラ
ソ
ス
経
由
の
擬
古
典
主
義
が
、
よ
わ
よ
わ
し
い
人
工
の
花
を
咲
か
せ
て
い
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た
」
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
「
方
言
を
ふ
く

む
『
母
語
』
を
発
見
し
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
、
歴
史
と
風
土
に
つ
ち
か

わ
れ
た
た
め
に
多
様
な
、
荒
削
り
な
た
め
に
自
然
の
生
の
力
に
み
な
ぎ
る
母

語
は
、
ド
イ
ツ
語
に
か
ぎ
ら
ず
、
ど
れ
も
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
」

ゲ
ー
テ
は
「
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
っ
て
民
衆
の
こ
と
ば
、
な
か
で
も
民
謡
が
は
ら

む
新
し
い
詩
の
可
能
性
に
目
覚
め
た
」
よ
う
だ
。
当
時
「
民
謡
は
、
下
賎
な

者
た
ち
の
歌
で
あ
り
、
ば
か
ば
か
し
い
ま
で
に
と
っ
ぴ
で
非
合
理
な
、
没
趣

味
な
も
の
と
さ
れ
」
、
「
方
言
に
よ
る
そ
の
素
朴
な
表
現
は
、
よ
い
趣
味
を
重

ん
じ
る
知
識
人
に
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
」
で
あ
っ
た
が
、
ヘ

ル
ダ
ー
の
　
『
民
話
集
』
　
は
「
圧
倒
的
な
説
得
力
」
を
持
ち
、
そ
れ
に
「
鼓
舞

さ
れ
た
人
び
と
が
、
自
分
の
身
の
周
り
の
歌
に
目
を
向
け
」
る
よ
う
に
な
り
、

「
ド
イ
ツ
各
地
に
民
謡
集
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
」
　
っ
た
と
い
う
。
特
に

「
ド
イ
ツ
が
ナ
ポ
レ
オ
ソ
の
実
質
的
な
支
配
下
に
置
か
れ
る
と
、
自
分
た
ち

は
い
っ
た
い
何
者
だ
ろ
う
、
と
い
う
個
人
を
超
え
た
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
が
」
「
時
代
の
意
識
に
の
ぼ
っ
て
く
る
。
『
ド
イ
ツ
』

が
そ
の
過
去
（
と
く
に
中
世
）
庭
ひ
っ
く
る
め
た
か
た
ち
で
、
俄
然
、
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
」
ら
し
悠

近
代
化
の
遅
れ
た
ド
イ
ツ
と
黒
船
に
脅
さ
れ
る
ま
で
鎖
国
を
決
め
込
ん
で

い
て
同
様
に
立
ち
遅
れ
た
日
本
が
、
ド
イ
ツ
を
模
範
に
し
た
の
は
必
然
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
ド
イ
ツ
が
民
謡
か
ら
始
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
も
と
考
え

た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
今
の
私
に
は
判
断
を
撃
沈
る
問
題
だ
。
し
か
し

結
果
は
そ
う
見
え
て
し
ま
う
。
土
橋
は
『
古
代
歌
謡
諭
』
で
、
こ
の
系
列
の

代
表
的
な
も
の
と
し
て
和
辻
哲
郎
の
　
『
日
本
古
代
文
化
』
　
の
「
舌
代
歌
謡

論
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
う
し
て
和
辻
の
方
法
を
「
抒
情
主
義
的
な
民
謡

論
」
を
導
く
に
止
ま
っ
た
と
見
、
そ
の
方
法
の
限
界
に
言
及
し
て
い
る
。
そ

の
う
え
で
「
歌
謡
学
」
を
提
唱
し
、
「
歌
謡
そ
の
も
の
の
　
『
文
化
的
性
格
』

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
べ
き
」
と
言
い
、
「
文
化
を
精
神
的
価

値
の
世
界
と
し
て
み
る
ド
イ
ツ
的
な
考
え
方
で
は
な
く
、
現
実
の
生
活
の
要

求
に
こ
た
え
る
た
め
の
道
具
、
な
い
し
行
動
様
式
と
し
て
見
る
英
米
的
な
考

え
方
に
立
つ
」
の
が
、
歌
謡
学
の
た
め
に
な
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
「
文
化

を
現
実
生
活
の
た
め
の
行
動
様
式
と
し
て
み
る
場
合
、
文
化
と
し
て
の
歌
謡

や
抒
情
詩
の
研
究
は
、
現
実
の
社
会
生
活
の
中
に
生
き
て
働
い
て
い
る
『
う

た
』
　
の
生
態
学
的
な
研
究
と
、
『
う
た
』
　
の
構
造
の
解
剖
学
的
な
研
究
と
が
、

も
っ
と
も
重
要
な
面
で
あ
り
、
か
つ
両
者
は
有
榛
的
な
関
連
を
も
た
ね
ば
な

ら
ぬ
」
と
言
い
、
研
究
の
主
た
る
観
点
と
し
て
、
「
①
歌
の
場
と
そ
の
社
会

的
性
格
。
②
歌
の
社
会
的
機
能
。
③
歌
い
手
と
聞
き
手
の
関
係
。
④
歌
の
製

作
、
表
現
の
形
式
。
⑤
歌
の
唱
謡
法
。
⑥
歌
の
曲
節
。
⑦
歌
詞
の
性
格
。
⑧

歌
露
の
時
代
的
不
変
性
と
特
殊
性
、
な
ど
の
問
題
」
を
指
摘
し
な
が
ら
、

「
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
民
謡
、
芸
謡
、
抒
情
詩
（
創
作
歌
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
区
別
さ
る
べ
き
本
質
的
な
相
違
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
三

者
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
、
社
会
的
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
舌
代
の
歌
謡
と
詩
歌
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
は
か
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
を
基
本
に
し
て
、
土

橋
は
さ
ら
に
「
民
謡
の
原
理
」
に
及
び
、
歌
謡
・
民
謡
・
抒
情
詩
の
定
義
を

試
み
て
い
る
。
民
謡
に
つ
い
て
は
柳
田
国
男
か
ら
学
ん
で
抽
象
し
た
「
常
民

の
間
に
伝
来
さ
れ
て
い
る
集
団
的
歌
謡
」
と
見
る
見
方
に
立
ち
、
「
常
民
の

歌
謡
を
『
民
謡
』
と
呼
び
、
専
門
的
芸
能
人
の
歌
謡
は
こ
れ
と
区
別
し
て

『
芸
謡
』
と
呼
ん
で
、
詩
人
の
創
作
に
な
る
『
詩
選
と
は
区
別
す
る
こ
と

に
し
た
い
」
と
言
っ
て
、
次
の
よ
う
な
関
係
を
示
す
。

う
た
㌦
謡
［
…

謡
（
常
民
の
歌
謡
）

謡
（
芸
能
人
の
歌
謡
）
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歌
（
創
作
詩
歌
）

土
橋
は
続
い
て
「
作
者
」
　
の
観
点
か
ら
民
謡
と
抒
情
詩
の
相
違
に
言
及
し

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

抒
情
詩
は
広
義
の
作
者
が
狭
義
の
、
つ
ま
り
其
の
作
者
と
し
て
現
れ
出

る
場
所
で
あ
る
と
い
え
る
。
憶
良
の
歌
の
「
作
者
」
が
人
麻
呂
で
も
赤
人

で
も
、
旅
人
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
憶
良
の
歌
の
真
に
抒
情
詩
で
あ

る
理
由
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
広
義
の
作
者
が
、
民
謡
で
は
狭
義
の
作

者
に
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
謡
が
作
者
（
広
義

の
）
　
の
自
己
表
現
の
場
所
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

土
橋
は
、
民
謡
を
捉
え
る
の
に
、
「
集
団
作
業
の
場
の
目
的
を
歌
の
目
的
と

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
で
、
歌
い
手
自
身
の
個
人
的
な
心

情
や
体
験
を
歌
う
よ
う
な
こ
と
は
、
歌
の
場
の
社
会
性
や
歌
の
目
的
が
こ
れ

を
拒
否
す
る
の
で
あ
勧
」
と
い
う
よ
う
に
、
抒
情
詩
作
者
の
有
り
様
に
対
置

さ
せ
よ
う
と
、
考
察
を
進
め
る
。

民
謡
に
現
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
個
人
と
し
て
の
作
者
で
は
な
く
、

あ
る
場
合
に
は
男
、
ま
た
は
女
で
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
老
人
、
ま
た
は

若
者
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
は
人
事
百
般
を
話
題
と
し
て
歌
う
第
三
者
的

立
場
の
社
交
人
で
あ
る
。
男
女
の
間
の
問
答
歌
は
、
特
定
の
男
女
の
間
で

歌
い
か
わ
さ
れ
る
歌
で
は
な
く
て
、
男
の
側
か
ら
歌
わ
れ
る
歌
で
あ
る
か
、

女
の
側
か
ら
歌
わ
れ
る
歌
か
で
あ
る
。
男
で
あ
れ
ば
誰
が
歌
っ
て
も
い
い

よ
う
な
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
は
女
に
対
す
る
男
の
側
の
立
場
を
歌
う
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
あ
る
男
の
特
殊
事
情
を
歌
う
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
民
謡
人
の
個
性
が
未
分
化
で
あ
る
た
め
で
も
な
け
れ
ば
、
古
い
伝

承
歌
を
歌
う
た
め
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
民
謡
の
目
的
が
集
団
作
業
の

目
的
に
密
着
し
て
い
る
た
め
に
、
個
人
の
存
在
の
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
歌
の
第
一
条
件
は
、
歌
の
場
の
社
会
性
と
歌
の
目
的
で
あ
っ
て
、
そ

の
た
め
に
歌
は
新
し
く
作
ら
れ
る
歌
も
「
作
者
」
が
な
く
、
古
い
歌
も

「
作
者
」
が
な
い
ゆ
え
に
利
用
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
民
謡
は

新
古
に
か
か
わ
ら
ず
、
集
団
の
共
有
財
産
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
古
い
歌

を
改
作
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
改
作
の
理
由
は
作
品
の
側
に
あ
る
の
で
は

な
く
て
、
歌
う
人
の
側
に
あ
る
。
「
作
者
」
　
の
あ
る
抒
情
詩
が
民
謡
と
な

る
た
め
に
は
、
作
者
の
個
性
の
角
を
取
り
除
い
て
、
l
般
的
な
「
作
者
」

㈹

の
な
い
歌
に
還
元
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
ろ
そ
ろ
見
え
て
来
た
よ
う
だ
。
こ
の
見
方
は
土
橋
寛
一
九
六
〇
年
頃
の

も
の
だ
が
、
一
九
九
六
年
の
　
『
舌
代
文
学
幕
座
』
第
九
巻
「
記
紀
歌
謡
」
　
で

も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
て
、
認
識
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
な
い
よ
う
で
あ
る
。

日
本
古
代
の
歌
謡
に
は
、
民
謡
、
芸
謡
宮
廷
歌
謡
の
三
分
野
が
あ
る
。

「
民
謡
」
は
集
団
作
業
で
歌
わ
れ
る
歌
で
、
集
団
作
業
に
は
田
植
え
、
草

取
り
、
粗
摺
り
な
ど
の
農
作
業
の
は
か
、
花
見
（
国
見
）
、
歌
壇
な
ど
の

年
中
行
事
、
ま
た
恒
例
や
臨
時
の
酒
宴
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
集
団
作
業
や

年
中
行
事
で
歌
わ
れ
る
歌
を
「
民
謡
」
と
呼
ぶ
。
民
謡
の
目
的
は
そ
れ
ら

集
団
作
業
の
遂
行
を
助
け
る
こ
と
に
あ
り
、
作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
の

全
員
が
歌
い
手
で
も
あ
れ
ば
聞
き
手
で
も
あ
る
の
が
原
則
で
あ
数
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
近
代
の
価
値
観
、
即

ち
「
文
学
と
は
個
の
内
面
の
表
現
」
と
し
て
、
文
学
は
個
人
の
心
の
表
現
と

見
る
考
え
に
対
す
る
ア
ソ
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
が
解
る
。
し
か
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し
な
が
ら
、
「
原
則
」
と
書
か
れ
る
と
些
か
疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
土

橋
が
柳
田
国
男
の
考
え
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
独
自
の
「
歌
謡
学
」
を
提
唱
し

た
の
は
評
価
に
催
し
ょ
う
。
し
か
し
今
日
的
に
見
れ
ば
、
抒
情
主
義
歌
謡
論

の
否
定
に
走
り
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
が
な
い
。
「
抒
情
主
義
歌

謡
論
」
　
の
方
法
が
誤
っ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
「
抒
情
主
義
歌
謡
論
」
を
乗

り
越
え
な
け
れ
ば
と
い
う
l
種
の
固
定
観
念
に
捕
ら
え
ら
れ
た
僻
事
を
含
ん

で
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
も
度
々
指
摘
し
て
来
た
と
こ
ろ
だ
が
、
正
岡

子
規
の
『
歌
詠
み
に
与
ふ
る
塾
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
ら
の
提
唱
し
た
考
え
が
日

本
に
入
り
始
め
て
間
も
な
く
の
明
治
三
十
一
年
に
発
表
さ
れ
始
め
た
こ
と
で

あ
る
。
近
代
の
こ
と
は
近
代
の
専
門
家
に
任
せ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
子
規
の

考
え
に
は
過
去
に
潮
っ
て
表
現
根
拠
を
見
つ
け
出
す
と
い
う
こ
と
は
無
か
っ

た
よ
う
だ
。
勿
論
子
規
が
好
ん
だ
源
実
朝
を
通
し
て
　
『
万
葉
集
』
　
に
至
り
、

言
わ
ば
万
葉
風
と
も
言
う
べ
き
歌
風
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で

伝
統
発
掘
を
行
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
し
か
し
万
葉
風
（
万

葉
調
）
　
は
既
に
賀
茂
真
淵
等
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
、
意
識
の
対
象
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
　
『
古
今
集
』
　
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ

り
、
日
本
文
学
史
上
、
特
に
和
歌
史
に
お
い
て
ほ
意
外
に
も
過
去
が
重
ん
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

あ
ま
ね
き
御
慈
愛
の
波
、
八
洲
の
ほ
か
ま
で
流
れ
、
ひ
ろ
き
御
意
み
の

か
げ
、
筑
波
山
の
麓
よ
り
も
し
げ
く
お
は
し
ま
し
て
、
万
の
政
務
を
き
こ

し
め
す
い
と
ま
、
も
ろ
も
ろ
の
事
を
捨
て
た
ま
は
ぬ
あ
ま
り
に
、
「
い
忙

し
へ
の
事
を
も
忘
れ
じ
、
古
り
に
し
事
を
も
興
し
た
ま
ふ
」
と
て
、
「
今

も
み
そ
な
は
し
、
後
の
世
に
も
伝
は
れ
」
と
て
、
延
喜
五
年
四
月
十
八
日

に
、
大
内
記
紀
友
則
、
御
書
の
所
の
預
り
紀
貫
之
、
前
の
甲
斐
の
少
目
凡

河
内
窮
恒
、
右
衛
門
の
府
壬
生
忠
等
ら
に
仰
せ
ら
れ
て
、
万
葉
集
に
人
ら

㈹

ぬ
古
き
歌
、
自
ら
の
を
も
た
て
ま
つ
ら
し
め
た
ま
ひ
て
な
ん
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
『
新
古
今
和
歌
集
」
　
の
序
文
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ

る
。
「
や
ま
と
歌
は
、
む
か
し
天
地
ひ
ら
け
は
じ
め
て
、
人
の
し
わ
ざ
い
ま

だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
し
時
、
葦
原
中
つ
国
の
言
の
葉
と
し
て
、
稲
田
姫
、
素
鷲

の
里
よ
り
ぞ
俸
は
れ
り
け
る
。
し
か
あ
り
し
よ
り
こ
の
か
た
、
そ
の
道
さ
か

り
に
お
こ
り
、
そ
の
な
が
れ
今
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
し
て
、
色
に
ふ
け
り
心

冊

を
の
ぶ
る
な
か
だ
ち
と
し
、
世
を
治
め
民
を
和
ら
ぐ
る
道
と
せ
り
。
」
と
記

し
、
「
か
の
万
葉
集
は
、
歌
の
源
な
り
」
と
記
す
所
か
ら
だ
け
で
も
、
伝
統

性
を
意
識
し
た
捉
え
方
を
見
て
取
れ
る
。
こ
の
後
、
例
え
ば
本
居
宣
長
が
歌

を
作
る
と
き
の
参
考
資
料
と
し
て
　
『
古
今
集
』
を
提
示
し
た
と
き
に
も
、
同

様
に
　
『
万
葉
集
』
や
『
新
古
今
和
歌
集
』
　
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
歌
は
過
去
に
作
り
方
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
に
連
な
る
も
の

を
作
り
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
様
子
が
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
こ

と
を
勘
案
す
れ
ば
、
日
本
の
場
合
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

煽
る
た
め
に
過
去
に
光
を
当
て
よ
う
と
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
西
欧
先
進
国

の
文
化
水
準
と
対
等
た
り
得
た
い
と
い
う
思
い
と
か
、
個
人
の
在
り
様
を
重

視
す
る
全
く
新
し
い
価
値
観
の
現
実
生
活
へ
の
実
践
の
試
み
と
か
の
状
況
下

で
、
伝
統
と
い
う
言
わ
ば
人
々
が
存
在
さ
せ
て
来
た
過
去
の
価
値
観
に
対
し

て
、
個
の
内
面
と
い
う
言
わ
ば
人
独
り
の
心
を
表
そ
う
と
し
た
の
が
、
近
代

の
短
歌
だ
っ
た
よ
う
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
こ

と
と
、
歌
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
考
え
方
の
提
示
に
よ
っ
て
得
た
「
古
今

集
』
　
の
伝
統
的
な
価
値
観
に
対
し
、
『
歌
詠
み
に
与
ふ
る
書
山
　
の
中
で
子
規

が
言
及
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
明
治
時
代
の
歌
の
作
り
方
で
あ
っ
た
。
正
に

近
代
の
作
歌
原
理
を
提
供
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
子
規
の
そ
れ
は
、
周

知
の
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集
』
と
そ
の
原
著
の
一
人
で
あ
っ
た
紀
貫
之
を
、

近
代
の
側
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
歌
論
で
あ
り
、
新
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し
い
時
代
の
新
し
い
歌
の
在
り
方
・
作
り
方
等
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

特
に
歌
を
、
理
屈
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
感
情
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
た
こ
と
は
、
既
に
古
橋
信
孝
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
感
情
は
個
人
に
属
す
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
作
歌
著
そ
の
も
の
を
根
拠
と
し
て
歌
う
こ
と
の
価
値

が
初
め
て
、
体
系
的
に
公
然
と
説
か
れ
た
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来

る
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
子
規
の
提
唱
し
た
作
歌
原
理
は
時
代
性

を
持
つ
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
子
規
の
考
え
方

は
、
提
唱
さ
れ
る
と
全
国
か
ら
多
く
の
批
判
を
寄
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

時
代
の
必
然
と
し
て
か
、
伊
藤
左
千
夫
等
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
ア
ラ
ラ

ギ
派
の
指
導
原
理
と
さ
れ
て
現
代
に
及
ん
で
い
る
。
今
年
『
あ
ら
ら
ぎ
』
が

廃
刊
に
な
る
と
い
う
が
、
子
規
の
新
原
理
提
唱
の
後
、
略
百
年
に
し
て
そ
れ

を
指
導
原
理
と
し
て
来
た
雑
誌
が
廃
刊
に
な
る
と
い
う
の
は
、
象
徴
的
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

こ
の
と
こ
ろ
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
「
個
人
は
い
た
か
」
と
問
う
人
も
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
夏
日
漱
石
は
　
「
私
の
個
人
主
義
』
　
を
説
き
、
我
々
は
そ
れ

に
学
ん
で
、
「
個
人
主
義
」
と
「
利
己
主
義
」
を
峻
別
す
べ
き
こ
と
を
知
っ

た
。
漱
石
の
友
人
と
し
て
子
規
が
、
果
た
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

考
え
し
か
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
。

民
謡
論
堅
炭
し
考
え
る
と
、
「
集
団
的
」
と
表
現
さ
れ
る
《
多
く
の
人
々
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
恰
も
不
変
の
真
理
で
あ
る
か
の
如
く
に
受
け
止
め
ら
れ

る
社
会
的
な
観
念
（
歌
を
巡
っ
て
は
（
歌
に
つ
い
て
の
伝
統
）
と
い
う
、
個

人
を
越
え
た
観
念
、
こ
れ
を
、
個
人
を
越
え
た
観
念
と
し
て
、
人
々
の
持
つ

観
念
を
善
本
隆
明
の
言
葉
に
よ
り
「
共
同
幻
想
」
と
呼
ぶ
）
》
と
し
て
、
『
古

今
集
』
以
来
の
作
歌
原
理
が
存
在
す
る
世
界
に
、
近
代
詩
・
近
代
小
説
の
必

要
性
と
創
作
方
法
が
提
供
さ
れ
始
め
て
い
た
時
期
だ
っ
た
と
は
い
え
、
《
個

人
の
感
情
を
個
人
の
自
由
な
言
葉
選
び
に
よ
っ
て
写
生
を
通
し
て
歌
う
こ
と

こ
そ
自
分
た
ち
の
歌
な
の
だ
》
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
和
歌
史
の
伝
統
に
、

八
五
七
五
七
七
）
と
い
う
正
し
く
人
々
の
意
識
の
中
に
存
在
さ
せ
て
来
た
共

同
幻
想
と
し
て
の
音
数
律
を
引
き
受
け
た
だ
け
の
歌
の
作
り
方
と
し
て
、
新

し
い
作
歌
法
で
あ
っ
た
。
し
か
も
た
だ
新
し
い
作
歌
法
と
い
う
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
『
古
今
集
』
　
に
既
に
「
や
ま
と
う
た
ほ
人
の
心
を
種
と
し
て
」
と

記
し
た
周
知
の
、
和
歌
観
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
歌
は
人
間
の
心
に

由
来
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
は
　
『
古
今
集
』
　
の

「
心
」
や
「
言
葉
」
が
尊
重
さ
れ
る
あ
ま
り
、
「
人
の
心
」
は
時
代
的
な
制
約

の
中
に
あ
り
続
け
、
明
治
の
新
し
い
心
に
沿
い
得
な
か
っ
た
。
貫
之
が
六
歌

仙
の
歌
に
触
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
六
人
六
様
に
書
い
た
と
き
、
個
人
の

持
つ
特
性
こ
そ
注
目
す
べ
き
こ
と
と
い
う
価
値
観
が
現
れ
て
も
よ
か
っ
た
は

ず
だ
。
し
か
し
歌
は
そ
の
よ
う
な
方
向
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
。
八
五
七
五

七
七
）
と
い
う
定
型
が
出
来
て
初
め
て
「
花
を
め
で
、
鳥
を
う
ら
や
み
、
霞

を
あ
ほ
れ
び
、
露
を
か
な
し
ぶ
心
・
言
葉
お
は
く
、
様
々
に
な
り
に
け
る
」

と
の
認
識
か
ら
は
無
理
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
か
。
と
も
あ
れ
明
治
の
歌
が
本

居
宣
長
の
「
ス
へ
テ
歌
ハ
フ
ル
キ
詞
ヲ
取
用
ル
ヲ
本
意
ト
シ
、
モ
ト
ヨ
リ
用

ル
詞
サ
タ
マ
リ
テ
世
々
、
、
、
ナ
同
シ
詞
ノ
ウ
チ
ヲ
用
ヒ
釆
レ
リ
、
今
迄
ヨ
マ
ヌ

詞
也
ト
モ
、
ヨ
キ
詞
出
来
タ
ラ
ハ
カ
マ
ハ
ズ
用
ヒ
ヨ
ム
へ
ケ
レ
ト
モ
、
ム
カ

シ
ヨ
リ
ヨ
マ
ヌ
詞
ニ
ウ
ル
ハ
シ
キ
詞
ハ
、
今
ヨ
、
・
、
出
ル
上
方
ハ
大
方
ナ
ラ
ヌ

冊

事
也
、
サ
レ
ハ
只
フ
ル
キ
詞
ニ
テ
新
シ
ク
ヨ
、
、
、
ナ
ス
へ
シ
」
と
言
っ
た
よ
う

に
、
「
明
治
の
歌
は
雅
語
で
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
一
部
の
人
々
に
取
っ
て
は
従
来
ど
お
り
の
こ
と
と
し
て
、
当
然
受
け

入
れ
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
牛
飼
い
」
に
は
無
理
な
注

個

文
で
あ
っ
た
ろ
う
。
雅
語
と
は
縁
遠
い
「
牛
飼
い
」
が
歌
え
た
れ
ば
こ
そ
、

新
し
い
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
子
規
は
『
古
今
集
』
以
来
の
伝
統
の

そ
の
在
り
様
を
批
判
し
て
、
感
情
を
歌
う
こ
と
の
重
大
さ
を
指
摘
し
た
。

我
々
の
考
え
る
限
り
、
感
情
と
し
は
、
人
間
一
人
一
人
に
属
す
る
も
の
で
、
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そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
古
本
隆
明
の

言
葉
で
言
え
ば
、
《
個
人
一
人
一
人
の
心
に
起
因
す
る
様
々
な
観
念
と
し
て

の
個
人
幻
想
》
と
し
て
、
そ
れ
以
上
還
元
不
可
能
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
の

出
来
る
も
の
で
あ
る
。
文
学
を
巡
る
こ
う
し
た
伝
統
的
な
社
会
観
念
（
共
同

幻
想
）
　
に
基
づ
く
表
現
と
、
極
め
て
個
人
的
な
こ
と
に
由
来
す
る
感
情
（
個

幻
想
）
　
に
基
づ
く
表
現
と
は
、
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

歌
を
巡
る
説
明
の
在
り
様
に
関
わ
り
、
「
民
謡
」
と
「
近
代
短
歌
」
　
に
つ

い
て
長
々
と
述
べ
て
来
た
が
、
古
代
の
歌
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
近
代
の

遺
産
を
当
て
は
め
る
だ
け
で
は
、
用
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
類
歌
性
」
を
説
明
し
「
個
歌
性
」
を
説
明
し
て
、
初
め
て
歌
を
説
明
し
た

こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
当
面
問
題
に
し
て
い
る
二
五
番
歌
は
ど
う
捉
え
ら

れ
る
べ
き
か
、
更
に
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
「
け
る
」
・
「
と
ふ
」
・
「
と
い
ふ
」
　
か
ら

①
の
「
け
る
」
　
の
他
は
、
②
が
「
と
ふ
」
、
③
⑥
が
「
と
い
ふ
」
と
あ
っ

て
、
①
の
「
け
る
」
を
詠
嘆
と
見
て
、
「
時
な
く
そ
　
雪
は
降
り
け
る
　
間

な
く
そ
雨
は
降
り
け
る
」
を
実
景
と
解
釈
し
て
来
た
の
が
こ
れ
ま
で
の
定
説

爪
V

で
は
な
か
っ
た
か
。
最
も
新
し
い
　
『
万
葉
集
釈
注
』
も
比
喩
と
し
て
捉
え
て

い
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
実
景
」
と
し
て
「
み
ぞ
れ
」
模
様
の
天
候
を
指
摘

し
て
い
る
。
確
か
に
『
万
葉
集
注
釈
』
　
の
よ
う
に
、
「
過
去
の
回
想
で
は
な

一
日
叫

く
現
実
の
事
実
と
し
て
、
ふ
つ
て
ゐ
る
よ
、
の
意
に
解
し
て
よ
い
」
と
言
っ

た
よ
う
な
解
釈
は
越
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
基
本
は
「
実
景
」
と
し
て
変

わ
っ
て
い
な
い
。

「
け
り
」
　
は
詠
嘆
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
ホ
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
『
岩

細

波
古
語
辞
典
』
　
で
再
確
認
し
て
み
た
い
。

「
け
り
」
は
、
「
そ
う
い
う
事
態
な
ん
だ
と
気
が
つ
い
た
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
、
記
憶
に
な
い
こ
と
が
旦
肌
に
現
れ
た

り
、
あ
る
い
は
耳
に
入
っ
た
と
き
に
感
じ
る
、
一
種
の
驚
き
を
こ
め
て
表

現
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
故
「
け
り
」
が
詠
嘆
の
助
動
詞
だ
と

い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
「
け
り
」
は
、
見
逃
し
て
い
た
事
実
を

発
見
し
た
場
合
や
、
事
柄
か
ら
う
け
る
印
象
を
新
た
に
し
た
時
に
用
い
る

も
の
で
、
其
疑
は
問
わ
ず
、
知
ら
な
か
っ
た
話
、
伝
説
・
伝
来
を
伝
聞
と

し
て
表
現
す
る
時
に
も
用
い
る
。

「
け
り
」
　
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
春
日
説
と
見
ら
れ
る
「
釆
有
り
」
を

「
お
そ
ら
く
正
し
い
だ
ろ
う
」
と
し
た
上
で
、
「
『
事
態
の
成
り
行
き
が
こ
こ

ま
で
来
て
い
る
』
と
認
識
す
る
と
い
う
意
味
が
『
け
り
』
　
の
基
本
」
と
指
摘

す
る
。
こ
う
し
た
指
摘
を
受
け
て
、
通
説
の
「
け
り
」
即
「
詠
嘆
」
と
見
る

見
方
を
一
度
疑
っ
て
見
よ
う
。
す
る
と
、
立
ち
所
に
「
と
ふ
」
・
「
と
い
ふ
」

と
同
列
の
表
現
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、

何
故
「
歌
」
は
「
詠
嘆
」
と
か
「
個
性
」
と
か
に
関
わ
ら
せ
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
真
淵
の
「
調
べ
」
等
、
手
掛
か
り
に
な
り
そ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な

い
の
だ
が
、
こ
の
「
調
べ
」
　
に
し
て
も
個
性
に
結
び
付
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
真
淵
の
「
調
べ
」
は
、
時
代
の
「
調
べ
」
を
指
し
示
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
が

「
個
人
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
「
調
べ
の
さ
ま
崗
本
宮
は
じ
め
つ
ご

仇
り

ろ
」
と
い
う
『
万
葉
考
』
　
の
考
え
は
出
て
来
な
い
だ
ろ
う
。
①
に
「
個
性
」

が
無
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
誰
が
声
に
し
て
も
耳
に
響
く
響
き
が
他
の
も

の
と
異
な
っ
て
個
性
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
言
わ
ば
「
調
べ
」
の
「
時
代
性
」

に
於
け
る
「
個
性
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
「
崗
本
宮
は
じ
め

つ
ご
ろ
」
が
出
て
来
る
。
つ
ま
り
「
調
べ
」
に
対
す
る
同
時
代
意
識
、
言
い
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換
え
れ
ば
共
同
幻
想
で
あ
り
、
個
人
を
超
え
る
時
代
的
特
徴
で
あ
る
。
勿
論

真
淵
が
「
調
べ
」
　
に
立
脚
し
て
l
　
つ
の
歌
の
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
時
代
を
指

摘
し
得
た
の
は
、
そ
れ
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
結
果
的

に
類
型
性
を
お
さ
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
後
に
入
っ
て
く

る
「
個
性
」
（
個
別
性
）
と
対
置
し
た
方
法
的
指
摘
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ

と
も
真
淵
が
「
時
代
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
訳
で
も
な
い
。
た
だ
本

居
宣
長
の
歌
の
歴
史
の
括
り
方
等
を
見
る
と
き
、
「
万
葉
」
コ
二
代
集
」
「
新

、
m
u
J

古
今
」
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
を
し
て
い
て
、
そ
う
し
た
括
り
方
も
l
　
つ
で

あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
宣
長
の
場
合
、
「
古
今
伝
授
」
を
批
判
し
て
、
「
古
代

伝
授
卜
云
事
ナ
キ
」
こ
と
を
言
い
、
「
近
代
難
波
ノ
契
沖
師
此
道
ノ
学
問
二

道
シ
、
ス
へ
テ
古
書
ヲ
引
琵
シ
、
中
古
以
来
ノ
妄
説
ヲ
ヤ
フ
リ
、
数
百
年
ノ

非
ヲ
正
シ
」
と
記
す
中
で
、
「
古
代
」
・
「
近
代
」
・
「
中
古
」
と
い
う
三
つ
の
言

葉
を
用
い
て
い
な
が
ら
、
現
代
の
よ
う
な
時
代
区
分
で
文
学
の
歴
史
を
語
ら

な
か
っ
た
。
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
は
、
時
代
区
分
の
思
想
も
外
来
の

も
の
だ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
で
理
解
出
来
る
。

少
々
横
に
逸
れ
た
が
、
真
淵
の
「
調
べ
」
を
手
掛
か
り
に
、
或
る
時
代
を

生
き
る
人
々
の
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
ど
う
し
て
「
同
時
代
の
思
考
様
式
」

が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
て
み
る
と
、
逆
に
「
全
て
が
個
性
的
な
も

の
だ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
」
と
問
う
て
み
た
く
も
な
る
。
全
て
が
個
的
で
あ

る
の
は
、
こ
の
世
の
存
在
物
の
必
然
的
事
実
で
あ
り
、
理
屈
を
抜
き
に
し
て
、

時
と
所
に
限
定
さ
れ
る
人
間
な
ど
は
、
個
別
的
で
あ
る
こ
と
以
外
の
在
り
方

な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
だ
か
ら
「
個
性
」
に
関
わ
る
こ
と
と
言
え
ば
、

人
間
の
肉
体
と
し
て
の
個
体
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
観
念
の
・
意
識

の
・
幻
想
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
時
と
し
て
、
夫
婦
と
か
親
子
と
か
の
、
人
間
と
し
て
生
活
す
る
と

き
の
個
体
と
個
体
の
関
係
に
於
い
て
、
自
分
自
身
の
在
り
様
を
敦
起
し
て
相

手
の
在
り
様
を
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
在
り
様
は
恐
ら
く
動
物
と

同
じ
自
己
保
存
の
本
能
に
属
す
る
こ
と
な
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

人
間
は
自
分
以
外
の
存
在
に
対
し
て
、
様
々
な
関
係
を
築
き
、
人
間
と
し
て

の
在
り
様
を
辿
っ
て
来
た
。
そ
の
集
積
が
様
々
な
観
念
を
作
り
上
げ
て
来
た
。

社
会
の
人
々
に
関
わ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
・
家
族
の
人
々
に
関
わ
っ
て
生
ま

れ
た
も
の
・
自
分
自
身
に
関
わ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
、
唐
本
隆
明
は
そ
の

位
相
差
を
掴
ま
え
て
、
観
念
の
扱
い
方
を
提
示
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
も
ま
た

一
つ
の
観
念
で
あ
り
、
幻
想
で
あ
り
、
意
識
世
界
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
世

界
に
叛
を
見
な
い
考
え
で
あ
っ
た
善
本
隆
明
の
そ
の
捉
え
方
は
、
類
を
見
な

い
こ
と
に
於
い
て
個
性
的
で
あ
っ
た
。
吉
本
の
考
え
が
個
性
的
で
あ
れ
ば
あ

る
だ
け
、
人
々
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
善
本
が
次
々

と
独
自
の
考
え
方
で
従
来
の
考
え
方
を
乗
り
越
え
て
行
こ
う
と
し
た
と
き
、

そ
の
考
え
が
な
か
な
か
人
々
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
執
筆
時
の
在
り
様
を
、

錮

「
わ
た
し
は
少
数
の
読
者
を
あ
て
に
し
て
こ
の
稿
を
か
き
・
つ
づ
け
た
」
と
記

し
て
い
る
。
善
本
の
　
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
」
が
ど
れ
ほ
ど
人
々

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
私
は
知
ら
な
い
。
「
政
策
文
学
論
の

因
襲
や
、
自
惚
れ
や
、
過
去
の
栄
光
を
わ
す
れ
か
ね
て
」
　
い
る
読
者
に
は
、

「
本
稿
の
モ
チ
ー
フ
を
ほ
ん
と
う
に
理
解
す
る
の
に
あ
と
十
年
く
ら
い
を
要

n

U

す
る
だ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
が
、
善
本
が
書
き
終
え
て
か
ら
三
十
二
年
も

過
ぎ
る
と
い
う
の
に
、
l
般
化
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
特
に
古
代
文
学

の
研
究
に
於
い
て
は
そ
の
傾
向
が
著
し
い
。
し
か
し
十
分
理
解
出
来
て
い
る

か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
私
は
少
な
く
と
も
善
本
理
論
の
有
効
性
を
知
っ
て

い
る
。
一
方
『
共
同
幻
想
論
」
　
に
関
し
て
は
、
そ
の
「
共
同
幻
想
」
と
い
う

言
葉
が
、
文
学
外
の
学
問
に
も
及
び
始
め
て
い
て
、
個
性
的
な
考
え
が
人
々

の
中
に
浸
透
し
て
行
く
様
を
辿
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
近

代
の
合
理
精
神
に
属
す
る
こ
と
な
の
に
ほ
違
い
な
い
。
し
か
し
学
問
の
世
界

の
こ
と
と
し
て
置
い
て
置
く
こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
個
人
的
な
発
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憩
が
他
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
更
に
人
々
に
広
が
っ
て
行
く
と
い
う

構
造
は
、
古
代
だ
ろ
う
が
何
だ
ろ
う
が
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
勿
論

人
々
の
考
え
が
個
人
的
な
発
想
を
誘
発
す
る
と
い
う
逆
の
構
造
も
時
代
を
超

え
る
も
の
と
し
て
有
り
得
る
。
問
題
は
個
人
的
発
想
が
な
ぜ
人
々
に
及
ぶ
か

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
間
的
な
位
相
差
を
ど
の
よ
う
に
見
極
め
る

か
と
い
う
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

l
つ
の
既
存
の
思
考
様
式
、
す
な
わ
ち
人
々
が
親
が
や
っ
て
い
た
か
ら
・

爺
さ
ん
が
や
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
営
々
と
継
来
し
て
来
た
伝
統
が

が
っ
ち
ウ
と
そ
の
生
命
を
維
持
し
て
い
る
世
界
に
、
全
く
個
性
的
な
思
考
様

式
を
提
示
し
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
簡
単
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

少
数
者
に
は
解
っ
て
も
、
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
時
間
を
要

す
る
の
に
違
い
な
い
。
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
の
こ
と
も
あ
ろ
う
。
個
幻
想
と

共
同
幻
想
の
構
造
的
な
関
係
が
時
代
を
越
え
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し

た
関
係
を
、
例
え
ば
ゴ
ヤ
の
絵
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
考
え

て
も
よ
い
だ
ろ
う
し
、
ゴ
ッ
ホ
の
こ
と
を
考
え
て
も
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

現
代
か
ら
ゴ
ッ
ホ
の
こ
と
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
ゴ
ッ
ホ
の
絵
は
、
全
く

売
れ
な
か
っ
た
と
い
う
分
だ
け
の
個
性
を
確
実
に
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
場
合
弟
が
面
倒
を
見
る
こ
と
で
個
性
を
出
し
続
け
ら
れ

た
。
何
時
の
時
代
に
も
個
性
が
個
性
足
り
得
る
前
に
命
が
あ
る
。
そ
れ
を
可

能
に
さ
せ
た
要
因
の
幾
つ
か
は
、
素
人
の
垣
覗
き
の
目
に
さ
え
次
の
よ
う
な

こ
と
を
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
し
て
括
る
こ
と
も
出
来
る
だ

ろ
う
し
、
l
つ
l
つ
を
数
え
れ
ば
、
例
え
ば
宗
教
改
革
を
通
し
て
の
《
神
の

前
の
平
等
》
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
禁
欲
主
義
か
ら
解
放

さ
れ
て
蓄
積
さ
れ
た
世
俗
的
な
経
済
力
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
的
懐
疑
の
方
法

化
で
あ
り
、
カ
ソ
ト
的
人
間
観
等
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
人
間
重
視
の
考
え
方

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
も
も
と
は
一
人
の
人
間
の

思
考
の
中
に
在
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
社
会
通
念
（
共
同
幻
想
）
と
し

て
世
界
に
行
き
渡
っ
て
い
る
。
略
四
盲
年
の
ス
パ
ン
の
中
で
。

人
々
の
観
念
の
中
に
、
恰
も
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
存
在
す
る
、
人
々
の

共
通
観
念
と
し
て
の
共
同
幻
想
と
、
純
然
た
る
個
人
の
意
識
に
起
因
す
る
個

幻
想
の
関
係
で
見
る
と
、
個
性
は
共
同
幻
想
に
対
す
る
《
違
和
〉
と
し
て
立

ち
現
れ
る
。
そ
の
内
違
和
〉
が
人
間
に
意
味
を
持
っ
た
最
初
は
、
人
間
と
い

ぅ
も
の
の
中
に
於
け
る
関
係
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
神

の
在
り
様
を
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
。
人
格
神
の
出
現
が
最
も
新
し
い
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
の
現
象
に
対
す
る
《
違
和
》
を
畏
敬
の
念
を
込
め

て
神
格
化
し
た
人
々
は
、
人
間
に
対
す
る
《
違
和
〉
以
前
に
、
人
間
外
の
も

の
に
そ
れ
を
捉
え
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
も
我
々
は
一
般
の
人

間
を
超
越
す
る
個
性
の
持
ち
主
を
、
近
代
以
来
天
才
と
呼
び
習
わ
し
て
来
た
。

天
才
と
は
、
天
即
ち
神
の
斎
し
た
才
能
で
あ
っ
て
、
人
間
に
属
す
る
も
の
で

は
な
い
。
西
洋
に
於
い
て
も
《
違
和
》
は
神
の
属
性
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の

「
神
」
　
に
し
て
も
人
一
人
が
作
り
上
げ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
人
々
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
成
り
立
つ
共
同
幻
想
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
個
性
と
し
て
の
《
違
和
》
ほ
神
の
超
越
性
に

ょ
っ
て
人
々
に
斎
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
は
や
こ
の
よ
う
な
個
性
は
、

明
治
近
代
の
捉
え
た
個
性
と
は
遠
い
。
近
代
の
個
性
は
そ
の
人
に
始
ま
り
そ

の
人
に
終
わ
っ
た
。
天
才
を
語
り
た
が
る
人
も
い
る
こ
と
は
い
る
が
。
し
か

し
こ
の
行
く
手
に
、
意
味
が
通
じ
な
く
な
る
と
い
う
予
想
だ
忙
し
な
か
っ
た

結
果
が
あ
っ
た
。
現
代
詩
の
在
り
様
で
あ
る
。
他
の
人
へ
伝
え
た
い
と
か
、

伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
表
現
と
は
そ
の
よ
う
に
あ
る
の
が
普
通
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
表
現
し
た
も
の
が
伝
わ
ら
な
い
と
し
た
ら
そ
の
表
現
と
は

何
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
業
仲
間
に
し
か
伝
わ
ら
な
い
も
の
も
、
仲
間
以
外
へ

の
広
が
り
が
生
ま
れ
な
い
の
な
ら
、
暗
号
と
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
こ
の
対
極
の
類
型
表
現
へ
の
ヒ
ソ
ト
を
与
え
そ
う
だ
。
つ
ま
り
類
型
性

は
時
と
場
所
と
の
共
通
観
念
（
共
同
幻
想
）
を
用
意
し
、
限
定
さ
れ
た
世
界
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の
表
現
と
そ
れ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
を
保
証
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
な
の
に
違
い
な
い
。

ま
た
ま
た
遠
回
り
を
し
た
。
し
か
し
①
の
「
け
る
」
を
、
真
淵
の
「
調

べ
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
同
時
代
の
共
通
価
値
観
（
共
同
幻
想
）
　
に
引
き
入

れ
て
、
「
民
謡
」
　
へ
の
還
元
を
越
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
「
個
性
」
と
「
類
型

性
」
の
基
本
的
在
り
様
が
見
え
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
れ
で
は
な
ぜ

叛
型
に
よ
る
表
現
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

四
　
「
け
る
」
・
「
と
ふ
」
・
「
と
い
ふ
」

「
け
り
」
を
伝
聞
と
み
て
、
「
と
ふ
」
と
「
と
い
ふ
」
　
に
対
置
す
る
と
、

「
け
り
」
と
い
う
助
動
詞
と
「
と
」
と
い
う
格
助
詞
が
用
い
薄
れ
て
い
て
注

目
さ
れ
る
。
吉
本
隆
明
は
　
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
　
で
、
助
動

詞
・
助
詞
の
「
自
己
表
出
性
」
と
「
指
示
表
出
性
」
　
に
触
れ
、
「
自
己
表
出

性
」
　
に
於
い
て
助
詞
が
助
動
詞
に
、
「
指
示
表
出
性
」
　
に
於
い
て
助
動
詞
が

助
詞
に
勝
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
言
う
と
、
こ
こ
に
は
厳

密
虹
言
う
と
差
異
を
見
て
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

幻
想
性
（
観
念
性
）
が
強
化
さ
れ
た
主
体
的
表
現
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
、
考
察
を
進
め
る
と
、
①
の
「
み
青
野
の
　
耳
我
の
嶺
に

時
な
く
そ
　
雪
は
降
」
り
「
間
な
く
そ
　
雨
は
零
」
る
こ
と
、
②
の
「
み
芳

野
の
　
耳
我
の
山
に
　
時
じ
く
ぞ
　
雪
は
降
」
り
「
間
な
く
そ
　
雨
は
降

る
」
こ
と
、
③
の
「
み
青
野
の
　
御
金
の
岳
に
　
間
な
く
ぞ
　
雨
は
降
」
り

「
時
じ
く
ぞ
　
雪
は
降
る
」
こ
と
、
④
の
「
小
治
田
の
　
年
魚
道
の
水
を

間
な
く
ぞ
　
人
は
汲
」
み
「
時
じ
く
ぞ
　
人
は
飲
む
」
こ
と
が
、
他
者
の
経

験
を
通
し
て
、
観
念
（
幻
想
・
意
識
）
世
界
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
表
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
何
故
「
み
吉
野
の
　
耳
我
の
嶺
」
「
み
芳

野
の
　
耳
我
の
山
」
「
み
吉
野
の
　
御
金
の
岳
」
「
小
治
田
の
　
年
魚
道
」
と
、

言
わ
ば
近
江
で
も
飛
鳥
で
も
な
い
所
が
捉
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
遭

遇
す
る
。
青
野
の
天
候
に
つ
い
て
云
々
し
、
小
治
田
の
年
魚
道
の
水
の
利
用

状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
当
地
で
体
験
し
た
も
の
の
存

在
を
予
想
さ
せ
、
そ
れ
は
現
地
の
人
で
あ
っ
た
り
、
他
所
の
在
り
様
を
観
念

世
界
に
取
り
込
も
う
と
し
た
側
の
派
遣
し
た
人
等
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
ど
ち

ら
の
伝
え
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
根
本
は
間
接
的
な
情
報
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
み
吉
野
の
　
耳
我
の
嶺
」
「
み
芳
野
の
　
耳
我

の
山
」
「
み
青
野
の
　
御
金
の
岳
」
と
、
出
入
り
が
生
ま
れ
る
の
に
違
い
な

い
。
要
は
①
～
①
に
共
通
す
る
「
時
な
き
」
・
「
間
な
き
」
・
「
時
じ
き
」
様
、

す
な
わ
ち
「
連
続
性
」
「
継
続
性
」
「
不
断
性
」
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
何
で
あ

る
か
は
「
恋
ふ
」
こ
と
で
あ
る
。
①
②
の
「
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
」
も
、
先
に

触
れ
た
よ
う
に
「
恋
ひ
」
　
の
範
疇
に
あ
る
。
天
武
天
皇
だ
け
に
関
わ
る
こ
と

と
は
限
ら
な
い
。
窪
田
空
穂
の
　
『
万
葉
集
評
釈
』
で
も
天
武
天
皇
の
歌
と
見
、

「
天
皇
が
陰
鬱
の
情
に
と
ざ
さ
れ
て
、
青
野
山
中
の
山
道
を
辿
ら
れ
る
さ
ま

が
想
像
さ
れ
、
そ
の
全
く
説
朗
を
さ
れ
ざ
る
『
思
ひ
』
が
余
情
と
な
っ
て
、

魅
力
あ
る
御
製
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
が
、
こ
の
歌
に
「
天
皇
が
陰

鬱
の
情
に
と
ざ
さ
れ
て
」
い
た
で
あ
ろ
う
痕
跡
は
歌
い
込
ま
れ
て
い
ず
、
壬

申
の
乱
に
付
き
過
ぎ
た
従
来
の
説
か
ら
離
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
「
恋

ふ
」
対
象
が
「
我
妹
子
」
で
あ
り
「
妹
が
直
香
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
対

象
の
示
さ
れ
な
い
　
「
思
ひ
」
は
、
確
か
に
「
余
情
と
な
っ
て
」
さ
ま
ざ
ま
な

対
象
を
込
め
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
或
い
は
、

青
野
を
そ
の
「
地
名
起
源
苦
」
と
も
解
し
得
る
「
よ
き
人
の
　
良
し
と
よ
く

爪
γ

見
て
　
良
し
と
言
ひ
し
　
青
野
」
と
歌
っ
て
、
隠
遁
の
場
所
と
し
た
大
海
人

皇
子
、
す
な
わ
ち
天
武
天
皇
に
、
「
青
野
」
を
仲
介
に
、
結
び
付
け
ら
れ
る

理
由
を
な
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

①
②
l
l
首
の
地
名
の
違
い
と
、
伝
聞
の
仕
方
の
違
い
が
何
故
出
て
く
る
の

か
と
い
う
こ
と
も
問
う
必
要
が
あ
る
が
、
伝
聞
の
仕
方
の
違
い
に
つ
い
て
は

文
法
の
問
題
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
深
入
り
せ
ず
、
品
詞
に
よ
る
表
出
カ
の
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違
い
と
し
て
、
伝
聞
表
現
の
在
り
様
を
問
い
続
け
よ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
最
も
著
し
い
仕
事
を
し
た
の
ほ
、
壬
申
の
乱
の
後
の
天
武
天
皇
で
あ
っ

た
ろ
う
。
日
本
に
絶
対
的
な
権
力
構
造
を
打
ち
立
て
、
そ
の
後
の
権
力
維
持

d
W

の
た
め
に
、
過
去
の
時
間
軸
を
額
り
に
、
「
邦
家
の
経
緯
、
王
化
の
鴻
基
」

を
纏
め
た
と
き
、
恐
ら
く
最
も
幅
広
く
、
最
も
細
部
に
わ
た
っ
て
「
諸
家
」

の
伝
来
（
歴
史
）
　
に
触
れ
た
は
ず
だ
。
『
古
事
記
』
序
文
が
示
唆
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年
二
月
条
の
「
所
部
の
百
姓
の
能
く
歌
ふ
男
女
、
及

び
傑
儒
・
伎
人
を
選
び
て
貢
上
れ
」
も
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
勅
が

「
大
倭
・
河
内
・
摂
津
・
山
背
・
播
磨
・
淡
路
・
丹
波
・
但
馬
・
近
江
・
若
狭
・

伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
等
の
国
」
に
対
し
て
な
さ
れ
、
青
野
は
そ
の
中
の
大
倭

に
属
す
。
或
い
は
こ
こ
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
全
く
分
か

ら
な
い
。
こ
の
他
「
凡
そ
諸
の
歌
男
・
歌
女
・
笛
吹
く
者
は
、
即
ち
己
が
子

．

m

W

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

憤

り

孫
に
伝
え
て
歌
笛
を
習
ほ
し
め
よ
」
、
「
歌
人
等
に
袖
袴
を
賜
ふ
」
と
在
り
、

一
m
岬

「
歌
」
　
に
関
す
る
記
事
が
連
な
る
。
天
武
は
「
写
経
」
を
さ
せ
た
り
、
「
若
し

国
家
に
利
あ
ら
し
め
百
姓
を
寛
に
す
る
術
有
ら
ば
、
閑
に
詣
で
て
親
ら
申
せ
。

錮

詞
、
理
に
合
へ
ら
ば
、
立
て
て
法
則
と
せ
む
」
と
、
百
官
に
ア
イ
デ
ア
を
求

榊

め
た
り
、
「
朕
、
今
よ
り
更
律
令
を
定
め
、
法
式
を
改
め
む
」
と
法
治
化
を

㈹

促
し
た
り
、
「
帝
紀
及
び
上
古
の
諸
事
を
記
し
定
め
し
め
た
ま
ふ
」
に
至
っ

て
は
、
正
に
「
上
古
の
諸
事
」
　
に
関
与
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
中
臣

連
大
嶋
と
平
群
臣
小
首
が
「
筆
を
執
り
て
以
て
録
す
」
と
在
り
、
書
き
散
ら

㈹

れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
辞
は
具
に
詔
春
に
有
り
」
と
在
る
と
こ
ろ
か
ら
は

盛
ん
に
命
令
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
《
書
か
せ
て
い
る
》
。

歌
に
関
わ
る
記
述
に
は
、
「
買
上
」
　
っ
た
こ
と
、
「
習
ほ
し
め
」
た
と
は
あ
る

が
、
《
書
か
せ
た
》
と
は
無
い
。
歌
は
声
に
歌
い
継
が
れ
て
い
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。
天
武
天
皇
は
、
『
古
事
記
』
と
し
て
書
き
取
ら
れ
た
も
の
に
つ

い
て
、
稗
田
阿
礼
に
講
習
さ
せ
て
い
た
。
既
に
書
か
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
時

代
で
あ
る
。
何
故
折
角
纏
め
直
し
た
も
の
を
書
か
せ
な
か
っ
た
の
か
、
謎
が

残
る
が
、
そ
れ
は
声
で
伝
え
る
こ
と
に
伝
統
の
親
範
的
力
を
感
じ
、
伝
統
的

作
法
の
上
に
そ
う
さ
せ
た
の
に
違
い
な
い
。
天
武
天
皇
に
は
、
伝
統
の
口
承

と
今
釆
の
書
東
の
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

現
『
万
葉
集
』
　
の
よ
う
に
書
き
取
ら
れ
る
と
、
間
違
い
は
誤
写
を
除
い
て

は
起
き
得
ま
い
。
し
か
し
書
東
は
読
み
書
き
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
。

と
す
れ
ば
書
か
れ
た
も
の
を
介
し
て
、
広
く
伝
播
す
る
こ
と
は
期
待
出
来
ま

い
。
し
か
し
な
が
ら
声
に
伝
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
声
は
新
た
な
場
所
で
歌

わ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
。

元
々
は
地
域
を
出
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
歌
が
、
「
所
部
の
百
姓

の
能
く
歌
ふ
男
女
、
及
び
傑
偉
・
伎
人
を
選
び
て
貢
上
れ
」
と
い
う
命
令
に

ょ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
国
が
統
一
さ
れ
、
国
家
権
力
が
行
使
さ
れ
る
こ
と

で
、
移
動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
宮
廷
近
辺
に
移
動
さ

せ
ら
れ
た
。
こ
の
新
し
い
事
態
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

も
①
②
の
よ
う
な
雨
や
雪
と
い
う
自
然
現
象
は
、
雨
や
雪
の
降
る
所
で
は
普

遍
的
に
利
用
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
雨
や
雪
の
降
る
と
こ
ろ
で
は
、

そ
の
普
遍
性
に
基
づ
き
、
当
事
者
の
関
わ
っ
た
土
地
に
つ
い
て
表
現
す
る
こ

と
も
可
能
だ
ろ
う
。
地
域
を
離
れ
て
新
た
な
場
所
に
開
か
れ
た
場
合
で
も
、

そ
の
新
た
な
場
所
に
同
様
の
自
然
現
象
が
起
こ
れ
ば
、
「
連
続
性
」
「
継
続

性
」
「
不
断
性
」
を
表
す
象
徴
的
事
態
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ

う
。
当
歌
の
歌
わ
れ
た
と
き
、
現
実
の
自
然
現
象
か
ら
離
れ
て
も
表
現
出
来

る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
触
れ
て
お
い
た
、
助

詞
・
助
動
詞
の
存
在
か
ら
推
測
し
得
る
。
ど
う
や
ら
①
②
③
の
「
時
な
く
そ

雪
は
降
り
け
る
　
間
な
く
そ
　
雨
は
零
り
け
る
」
「
時
じ
く
ぞ
　
雪
は
降
る

と
ふ
　
間
な
く
そ
　
雨
は
降
る
と
ふ
」
「
間
な
く
ぞ
　
雨
は
降
る
と
い
ふ

時
じ
く
ぞ
　
雪
は
降
る
と
い
ふ
」
は
、
基
本
的
に
自
然
現
象
に
基
づ
い
た
表

現
に
間
違
い
な
い
が
、
上
の
よ
う
に
歌
わ
れ
た
も
の
を
丸
ま
る
そ
う
だ
と
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
ら
は
既
に
観
念
化
・
幻
想
化
・
抽
象
化
さ
れ
た
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イ
メ
ー
ジ
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
普
遍
的
に
歌
う
こ
と
が
出
来
る
と
見
ら
れ
る
し
、

具
体
的
な
地
域
体
験
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
関
わ
れ
る
の
に
違
い
な
い
。

文
字
に
書
き
取
ら
ず
、
声
に
歌
い
継
い
で
行
く
伝
承
様
式
に
①
②
が
在
っ

た
と
す
れ
ば
、
③
は
当
然
の
如
く
、
①
は
有
り
得
る
で
あ
ろ
う
歌
の
伝
播
と

い
う
現
象
と
し
て
成
立
し
た
歌
と
見
な
す
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

⑥
は
人
事
を
歌
っ
て
新
し
い
。
少
な
く
と
も
水
を
「
汲
む
」
・
水
を
「
飲
む
」

行
為
は
人
間
に
属
し
、
雨
や
雪
を
対
象
化
し
得
た
後
に
現
れ
る
イ
メ
ー
ジ
だ

と
思
わ
れ
る
。

終
わ
り
に

紙
数
も
尽
き
か
け
た
。
「
個
性
」
　
の
適
用
か
ら
逃
れ
た
と
き
、
歌
が
ど
ん

な
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
る
か
を
知
ら
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
文
字
の
背
後
を
覗
き
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
覗
き
込
ん
だ

結
果
、
澤
清
『
万
葉
集
注
釈
』
　
の
　
『
万
葉
集
』
　
二
五
番
歌
を
巡
る
諸
見
解
の

限
界
を
確
認
し
得
た
。

①
が
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
新
し
い
と
は
限
ら
な

い
こ
と
、
①
②
③
は
基
本
的
に
同
レ
ベ
ル
の
も
の
で
ろ
う
こ
と
、
①
は
一
番

新
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
①
～
④
ほ
声
を
基
調
に
し
て
歌
い
継

が
れ
、
そ
れ
故
に
類
型
性
を
示
し
、
頬
塑
性
を
の
中
で
、
基
本
的
に
異
性
を

思
う
恋
歌
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
置
き
た
い
。

（注）1234567
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頁

賀
茂
真
淵
全
集
第
一
巻
二
一
一
文

二
四
一
貫

l
五
〇
二
貢

土
橋
寛
　
l
九
貢

89㈹㈹欄㈹㈹S㈹鋤鍋餌鋤鍋錮鋤鍋銅囲
．MW銅

．nW鋤鍋錮錮㈹附錮

一
八
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学
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会

二
一
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ド
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学
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」
　
八
一
～
八
二
貢

二
一
～
二
二
頁

二
六
貢

三
六
～
三
七
貢

三
七
貢

三
七
頁

勉
誠
社
、
一
八
頁
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子
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巻
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け
を
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葉
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一
－
二
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序
文
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四
年
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四
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同
　
朱
鳥
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年
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四
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五
頁

天
武
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年
三
月
是
の
月
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