
万
葉
集
巻
三
Ⅰ
三
〇
〇
番
歌
の
語
る
も
の

は
じ
め
に

『
万
葉
嚢
』
巻
三
に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

長
屋
王
、
席
を
寧
楽
山
に
駐
て
て
作
る
歌
二
首

佐
保
過
ぎ
て
寧
楽
の
手
向
に
置
く
幣
は
妹
を
日
離
れ
ず
相
見
し
め
と
そ

（
三
ー
三
〇
〇
）

磐
が
板
の
こ
ご
し
き
山
を
越
え
か
ね
て
笑
に
は
泣
く
と
も
色
に
出
で
め
や
も

（
三
－
三
〇
一
）

と
の
二
首
の
う
ち
、
特
に
私
が
注
目
す
る
の
は
、
三
〇
〇
番
歌
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
「
奈
良
の
手
向
け
に
置
く
幣
」
に
興
味
を
抱
く
。
「
奈
良
の
手
向
け
」
と
は
、
想

像
を
た
く
ま
し
く
し
て
も
、
額
田
王
が
か
つ
て
、
大
和
の
三
輪
山
を
見
お
き
聖
近

江
国
へ
下
っ
た
時
、
全
く
同
じ
く
呼
称
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
し
か

し
、
き
っ
と
「
手
向
け
」
は
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
一
方
当
歌
の
作
歌
年
代
は
全

く
わ
か
ら
な
い
が
、
長
屋
王
の
作
で
あ
る
と
言
う
題
詞
を
盾
ず
る
限
り
『
続
日
本
紀
』

天
平
元
年
（
七
二
九
）
二
月
条
の
伝
え
る
自
尽
以
前
の
も
の
で
あ
る
事
だ
け
は
わ
か

る
。
『
類
東
歌
が
誓
う
憶
艮
宴
が
正
し
け
れ
ば
、
額
田
王
が
近
江
写
っ
た
の

は
、
天
智
六
年
（
六
六
七
）
三
月
十
九
日
と
云
う
事
に
な
る
か
ら
、
こ
の
五
十
有
余
年

横

　

倉

　

長

　

恒

の
歳
月
の
中
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
「
手
向
け
」
を
手
が
か
り
に
考
察
し
て
み
た
い
。

『
万
葉
集
』
に
「
手
向
け
」
に
基
づ
く
言
葉
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
十
六
例
が
ピ

（

4

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

5

）

ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
「
手
向
け
す
る
」
と
云
う
動
詞
、
「
手
向
け
」
と
云
う
行
為
の

（

6

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

7

）

名
詞
、
「
手
向
け
」
と
云
う
行
為
を
行
う
場
所
に
因
む
名
詞
（
普
通
名
詞
）
、
更
に
は

（8）

そ
の
行
為
に
伴
う
捧
げ
物
の
晶
に
か
か
る
形
容
詞
的
用
法
と
、
諸
相
が
現
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
手
向
け
」
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
契
沖
の
『
詞
草
正
採
紗
』

で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

手

向

　

　

　

　

　

　

　

　

　

木

綿

　

畳

た
む
け
の
山
　
逢
坂
　
ゆ
ふ
た
ゝ
み
　
幣
料
の
木
綿
の
布
を
ハ
、
た
ゝ
み
て
手

に
捧
て
手
向
れ
ハ
つ
ゝ
け
た
り
、
万
葉
六
、
万
十
二
、
奈
良
坂
ノ
上
を
云

（ユ0）

折
口
信
夫
の
　
『
万
葉
集
辞
典
』
．
に
よ
れ
ば
、
．

神
に
幣
烏
を
奉
る
事
。
山
、
又
は
渡
海
の
浮
な
ど
で
、
道
祖
神
・
海
神
な
ど
に

切
っ
た
布
を
奉
っ
て
、
わ
が
行
き
の
志
な
か
ら
む
事
を
祈
る
事
。

転
じ
て
、
山
の
峠
。
峠
に
は
必
、
道
祖
の
神
が
居
ら
れ
る
か
ら
、
き
つ
と
手
向

を
し
て
越
え
る
の
で
あ
る
。
宇
向
を
越
ゆ
と
言
ふ
事
は
、
他
郷
へ
行
く
と
言
ふ
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事
に
な
る
P

（11）

又
■
「
常
葉
集
と
民
俗
学
」
と
云
う
題
毎
下
に
な
さ
れ
た
寮
演
に
於
い
て
は
次
の
よ

う
堅
言
及
す
る
q

古
今
集
あ
た
り
を
見
ま
す
と
、
あ
の
古
い
時
代
に
、
そ
ろ
く
道
祖
神
の
歌

が
見
ら
れ
ま
す
。

た
む
け
に
は
　
ひ
つ
り
（
ィ
っ
ゞ
り
）
の
袖
も
た
つ
（
ィ
戟
る
）
べ
き
に
、
紅

葉
に
あ
け
る
　
神
や
か
へ
さ
む

た
．
む
け
に
ほ
、
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
た
う
げ
（
峠
）
一
と
い
っ
た
場
所

が
、
た
む
け
で
あ
る
と
同
時
に
、
其
虞
に
祀
ら
れ
て
ゐ
る
神
も
叫
・
判

別
引
d
．
封
と
言
っ
た
霊
的
な
も
の
1
に
供
へ
も
の
を
す
る
こ
▼
と
が
、
た
む
け

で
も
あ
る
め
で
す
。
（
…
中
略
…
）
一
首
の
意
は
、
峠
の
神
の
手
向
け
と
し
て

ほ
、
直
綴
の
袖
を
裁
っ
て
差
上
げ
て
も
い
ゝ
の
だ
が
、
此
虚
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

神
は
、
紅
葉
の
錦
で
満
足
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
つ
き
返
さ
れ
る
だ
ら
う

と
い
ふ
の
一
で
、
き
う
解
釈
す
る
と
、
文
学
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
前
代
の
生

階
が
、
緩
や
か
な
、
長
閑
な
感
じ
で
這
入
っ
て
来
る
の
を
覚
え
ま
す
。
昔
は
、

山
の
峠
に
も
の
を
手
向
け
る
神
が
居
た
訳
で
、
此
虞
を
越
え
て
ゆ
く
旅
人
が
、

そ
の
著
物
の
袖
を
差
上
げ
る
風
習
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
（
…
中
略
…
）
。
さ
う

し
た
塵
に
ゐ
る
神
は
、
も
の
を
欲
し
が
る
も
の
と
、
人
間
が
考
へ
て
ゐ
ま
し

た
。
人
間
が
さ
う
考
へ
て
ゐ
た
の
で
す
か
ら
、
神
が
欲
し
が
る
の
は
事
実
で

す
。
英
が
手
向
け
の
神
の
信
仰
で
す
。

さ
て
、
契
沖
に
於
け
る
「
手
向
け
」
の
語
源
考
、
折
口
に
於
け
る
具
体
的
な
行
為

考
と
、
「
人
間
が
考
へ
て
ゐ
」
た
「
も
の
を
欲
し
が
る
」
神
の
存
在
は
、
我
々
に
対

し
て
貴
重
な
方
向
付
け
を
し
て
く
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
両
者
の
問
い
方
は
当
を

得
て
い
る
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
私
に
は
十
分
と
は
思
わ
れ
な
い
。
「
手
向
け
」

は
、
思
う
に
、
時
間
帯
の
中
で
そ
の
多
様
性
が
浮
き
刻
り
に
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

『
万
葉
集
』
の
六
－
一
〇
一
七
歌
は
、
坂
上
郎
女
が
餐
茂
神
社
を
拝
し
た
折
に
作

っ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
車
に
は
、
「
手
向
け
の
山
」
と
云
う
旬

が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
。
題
詞
に
よ
る
と
こ
の
「
手
向
け
」
の
場
所
は
、
逢
坂
山
に

あ
っ
た
ら
し
い
。
巻
十
三
1
三
二
三
七
に
は
「
娘
子
ら
に
　
逢
坂
山
に
　
手
向
く
さ

幣
取
り
置
き
て
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
逢
坂
山
で
は
、
「
手
向
け
」
．
を
す
る
の

が
当
り
前
と
な
っ
て
居
り
、
そ
の
当
り
前
の
事
が
逢
坂
山
を
し
て
「
手
向
け
の
山
」

と
呼
は
し
め
た
と
推
測
す
る
事
が
出
来
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
逢
坂
山

だ
け
を
そ
う
呼
ん
で
い
た
か
と
言
う
と
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
『
古
今
集
』
　
巻
九

－
四
二
〇
歌
は
、

朱
雀
院
の
な
ら
に
串
は
し
ま
し
け
る
時
に
た
む
け
山
に
て
よ
め
る

す
か
は
ら
の
朝
臣

此
た
ひ
は
ぬ
き
も
と
り
あ
へ
ず
た
む
け
山
も
み
ち
の
に
し
き
神
の
ま
に
ま
に

（12）

と
あ
り
、
『
古
今
余
材
抄
』
は
、
長
屋
王
歌
を
引
い
て
、
こ
の
　
「
手
向
け
山
」
　
を
、

寧
楽
山
と
見
て
い
る
よ
う
だ
が
、
要
す
れ
ば
、
手
向
け
を
す
る
山
は
、
文
字
通
り
、

「
手
向
け
山
」
で
あ
っ
た
と
見
て
良
か
ろ
う
。
た
だ
、
舌
今
集
の
場
合
、
先
の
折
口

信
夫
が
引
い
て
解
説
を
加
え
て
い
た
素
性
法
師
歌
、
四
二
一
番
歌
も
含
め
て
、
「
紅

葉
の
錦
」
と
の
か
か
わ
り
で
意
を
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
手
向
け
」

を
基
本
と
し
て
、
そ
の
周
辺
に
派
生
語
を
形
成
し
、
蓑
現
領
域
を
広
げ
て
行
っ
て
い

る
現
象
の
一
端
を
語
る
も
の
と
見
て
良
く
、
紅
葉
を
大
陸
渡
来
の
「
錦
」
に
見
立
て

る
と
云
う
、
平
安
貴
族
社
会
の
風
流
の
一
つ
を
も
っ
て
新
た
な
意
を
つ
け
加
え
た
も

の
と
み
な
し
得
る
と
思
う
。

そ
れ
で
は
、
「
手
向
け
」
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
折
口
の
説
明
に
付
け
加

え
る
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
契
沖
の
語
源
考
に
か
こ
つ
け
て
考
え
て
み
る
と
、
意
外

に
お
も
し
ろ
い
事
が
透
け
て
来
る
。

契
沖
は
、
「
幣
料
の
木
綿
の
布
を
ハ
、
た
1
み
て
手
に
捧
て
手
向
け
」
た
の
で
そ

う
言
う
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
彼
は
「
た
ゝ
む
」
に
由
来
す
る
と
考
え
て

い
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
本
当
で
あ
ろ
う
か
。
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今
、
素
朴
な
発
想
と
し
て
、
「
手
」
に
か
か
わ
る
言
葉
を
古
文
献
の
上
に
探
っ
て

（
∽
）
　
　
　
　
（
u
）
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
（
1
6
）
　
　
た
　
ま
き
（
1
7
）

み
る
。
す
る
と
、
「
手
向
い
」
「
手
離
れ
」
「
手
火
」
「
手
枕
」
「
手
纏
」
等
々
、
意
外

に
多
く
の
用
例
を
拾
い
出
す
事
が
出
来
る
。
あ
る
い
は
、
「
手
向
け
」
も
こ
う
し
た

用
例
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

古
く
、
旅
に
関
す
る
資
料
を
探
っ
て
み
る
と
、
海
の
向
う
に
渡
っ
た
時
の
例
と
し

て
、
「
鮮
整
㌔
存
在
が
、
下
っ
て
は
、
文
武
四
年
三
月
条
の
、
道
昭
伝
の
帰
国
時

の
事
が
手
繰
ら
れ
る
。
前
者
は
、
旅
（
船
）
に
際
し
て
マ
ジ
シ
ャ
ソ
が
存
在
し
た
事

を
語
る
。
又
後
者
は
「
船
渠
蕩
不
レ
進
老
七
日
七
夜
」
の
時
、
「
ト
人
」
が
言
う
に
は
、

「
龍
王
」
が
物
を
欲
し
て
い
る
か
ら
だ
と
。
道
昭
は
三
蔵
法
師
よ
り
施
さ
れ
た
「
錯

子
」
を
惜
し
げ
も
な
く
海
中
に
投
じ
、
本
朝
に
帰
り
着
け
た
と
言
う
。
い
ず
れ
も

渡
航
の
際
を
告
げ
る
が
、
旅
の
不
安
に
際
し
、
呪
的
行
為
が
実
習
さ
れ
た
と
云
う
事

（20）

が
重
大
で
あ
る
。
た
び
た
び
引
用
に
及
ぶ
が
、
「
貌
志
倭
人
伝
」
　
の
伝
え
る
所
に
よ

れ
ば
、
日
本
で
は
既
に
交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
と
言
う
。
す
る
と
こ
こ
に
、
生
活
の

為
に
人
々
が
、
旅
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
実
態
を
推
察
す
る
事
が
出
来
る
。
生
活

の
為
の
旅
と
云
う
時
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
陸
上
に
於
い
て
も
な
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、
海
に
竜
王
が
存
在
し
て
船
の
往
来
を
左
右
し
て
い
る
と
考
え
て
い

た
よ
う
に
、
地
に
も
地
の
霊
が
存
し
て
人
々
の
旅
の
一
切
を
決
定
す
る
と
考
え
て
い

た
と
見
ら
れ
る
。
折
口
信
夫
の
先
に
あ
げ
た
説
明
が
妥
当
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

旅
が
生
活
に
必
要
で
あ
っ
て
、
土
地
に
は
土
地
の
神
が
い
て
旅
行
く
人
々
を
支
配

す
る
と
す
れ
ば
、
人
々
は
そ
の
神
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
。
神
が
簡
単
に
い
な
く
な
り
た
り
い
る
よ
う
．
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
、
神
と
云

う
も
の
が
人
間
の
想
像
力
に
負
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
な
の
だ
が
、
神
の
存
在
を
想
定

し
た
人
間
の
心
鹿
と
は
、
人
間
が
、
人
間
自
身
の
力
に
十
分
の
確
信
を
得
ら
れ
な
か

っ
た
時
代
の
も
の
と
考
え
て
良
い
。
自
分
以
外
の
も
の
の
大
い
さ
を
体
感
す
る
事
を

介
し
て
神
性
を
感
ず
る
と
す
れ
ば
、
旅
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
旅
先
き
は
自
ら
の
力

の
及
ぶ
世
界
で
は
在
り
得
な
い
か
ら
、
未
知
な
る
空
間
・
時
間
に
対
す
る
不
安
の
心

が
、
既
知
な
る
世
界
に
於
け
る
心
性
に
対
比
さ
れ
、
ま
さ
に
未
知
の
世
界
を
領
く
も

の
の
大
い
さ
と
し
て
神
性
が
意
識
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
辺
か
ら
、
既
知
な
る
世

界
を
、
人
々
が
古
く
か
ら
住
ん
で
い
た
と
云
う
理
由
で
「
故
郷
」
と
名
付
け
れ
ば
、

未
知
の
空
間
に
つ
い
て
は
、
「
異
郷
」
と
か
「
他
郷
」
と
し
て
、
「
故
郷
」
と
は
異
な

っ
た
事
物
の
存
す
る
所
と
名
付
け
る
事
も
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
故
郷
」
と
「
異

郷
」
と
の
関
係
は
、
主
体
者
の
位
置
に
よ
っ
て
入
れ
か
あ
り
得
る
。
し
か
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の
霊
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
「
故
郷
」
を

旅
す
る
時
に
は
従
っ
て
、
古
く
か
ら
の
な
じ
み
の
神
に
守
ら
れ
、
既
知
の
生
活
圏
を

離
れ
る
事
は
絶
対
に
有
り
得
な
い
。
こ
う
云
っ
た
も
の
は
、
旅
と
は
呼
ば
な
い
と
も

言
え
る
。
旅
と
云
う
の
は
、
住
み
な
れ
た
既
知
の
世
界
を
離
れ
て
未
知
の
空
間
に
立

つ
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
る
。
だ
か
ら
旅
は
、
「
故
郷
」
内
の
移
動
が

既
知
の
道
筋
を
取
っ
た
の
に
対
し
、
未
知
の
道
筋
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
訳
で
、
未

知
の
世
界
は
、
そ
の
世
界
を
既
知
の
世
界
と
し
て
い
る
も
の
の
助
力
を
得
る
事
に
よ

っ
て
庫
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
時
、
既
に
見
て

来
た
よ
う
に
、
未
知
の
世
界
を
未
知
で
あ
る
が
故
に
神
の
領
く
領
域
で
あ
る
と
考
え

た
と
す
れ
ば
、
今
こ
れ
か
ら
向
わ
ん
と
す
る
未
知
の
世
界
「
異
郷
」
に
対
し
て
は
、

「
異
郷
」
に
於
け
る
既
知
者
、
ま
さ
に
「
異
郷
」
を
領
す
る
神
の
意
向
に
よ
る
方
向
付

（21）

け
と
し
て
の
道
案
内
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
「
手
向
け
」
と
は
、
「
故

郷
」
を
離
れ
て
異
郷
を
旅
せ
ん
と
す
る
者
が
、
ま
さ
に
異
郷
に
さ
し
か
か
ら
ん
と
し

た
時
、
そ
の
異
郷
を
既
知
の
世
界
と
す
る
者
に
、
安
全
に
進
む
べ
き
方
向
を
指
し
示

し
て
も
ら
う
行
為
を
意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
事
が
出
来
る
。
旅
す
る

著
に
と
っ
て
異
郷
と
云
う
未
知
の
世
界
を
既
知
の
世
界
と
す
る
者
は
、
そ
れ
だ
け
で

自
己
を
上
ま
わ
る
者
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
者
は
そ
の
事
に
よ
っ
て
、
旅
の
不
安
に

さ
い
な
ま
れ
る
者
に
は
神
の
領
域
の
者
た
り
得
る
は
ず
だ
。
私
は
、
「
手
向
け
」
の

原
藩
を
こ
こ
に
求
め
た
い
。
こ
れ
が
、
天
皇
権
力
に
よ
っ
て
日
本
が
統
l
的
に
支
配

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
天
皇
権
力
は
、
統
一
す
る
と
云
う
事
に
於
い
て
、
未
知
の

世
界
を
持
つ
事
は
な
く
な
る
。
現
実
に
は
日
本
全
体
を
隈
な
く
知
る
事
な
ど
不
可
能

な
の
だ
が
、
地
域
を
知
る
人
間
を
掌
撞
す
る
事
で
、
全
土
に
昌
を
配
す
る
事
が
出
来
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る
は
ず
だ
か
ら
、
大
化
改
新
と
し
て
示
さ
れ
た
一
連
の
改
革
の
中
に
、
そ
れ
は
実
行

さ
れ
た
と
見
て
良
か
ろ
う
。
官
人
達
は
、
支
配
者
天
皇
の
目
の
代
り
と
し
て
、
日
本

全
土
を
見
る
事
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
国
見
歌
な
ど
が
『
万
葉
集
』
に
残
さ
れ
る

の
も
こ
う
し
た
流
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
く
て
、
中
央
と
地
域
（
地
方
）

と
を
蕃
ぶ
道
路
が
整
備
さ
れ
る
中
で
、
か
つ
て
の
異
郷
は
既
知
の
世
界
と
な
り
、
水

先
案
内
に
「
滞
擦
」
が
た
て
ら
れ
た
よ
う
に
、
陸
路
に
も
道
標
が
た
て
ら
れ
、
一
里

塚
の
類
が
築
か
れ
て
行
っ
た
の
だ
と
思
う
。
一
方
、
現
代
に
及
ん
で
も
土
地
を
支
配

す
る
神
の
存
在
を
信
ず
る
者
が
居
る
よ
う
に
、
古
代
に
於
い
て
も
そ
う
し
た
地
霊
を

一
挙
に
無
化
す
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
前
代
と
は
臭
っ
た
「
手
向
け
」

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
代
の
形
式
が
、
道
路

が
整
備
さ
れ
た
後
に
踏
襲
さ
れ
る
時
、
方
向
付
け
を
さ
れ
て
得
ら
れ
た
前
代
の
安
全

に
代
わ
っ
て
、
安
全
を
得
る
為
に
異
郷
を
支
配
す
る
神
に
祈
瞑
す
る
形
式
へ
と
変
化

し
て
行
っ
た
の
だ
と
推
測
す
る
。

さ
て
と
の
原
意
と
し
て
の
「
手
向
け
」
は
い
か
な
る
事
に
於
い
て
保
証
さ
れ
た
か

と
考
え
て
み
る
。
す
る
と
、
「
手
向
け
」
に
於
い
て
用
い
ら
れ
た
「
幣
」
の
叛
が
頭

を
も
た
げ
る
。
道
昭
の
海
行
に
際
し
、
竜
王
が
錯
子
を
要
求
し
た
如
く
、
「
手
向
け
」

の
神
庵
又
物
を
要
求
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
観
念
と
し
て
人
間
の
こ
し
ら
え
あ
げ
た

考
え
で
あ
る
。
恐
ら
く
も
と
も
と
は
、
道
を
た
ず
ね
る
事
、
教
え
て
も
ら
う
事
へ
の

代
償
と
し
て
提
出
さ
れ
た
物
品
が
こ
こ
に
理
屈
付
け
を
経
て
、
共
通
観
念
化
さ
れ
て

行
っ
た
の
だ
と
患
う
。
傍
証
転
し
か
な
ら
な
い
が
、
大
化
の
改
新
で
改
め
ら
れ
た
旧

y
卿
九

習
の
一
つ
と
し
て
、
旅
人
が
路
頭
に
臥
死
し
た
時
、
路
頭
の
家
人
は
、
死
者
の
友
伴

に
、
「
何
の
故
か
人
を
し
て
余
が
路
に
死
せ
し
む
る
」
と
強
引
に
　
「
被
除
」
　
を
さ
せ

た
事
が
あ
っ
た
と
記
す
。
夜
陰
一
つ
で
も
出
費
は
要
す
。
か
か
る
状
況
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
無
償
で
道
を
教
え
る
訳
が
な
い
。
竜
王
の
物
乞
い
も
つ
ま
る
所
は
こ
こ
に

帰
着
す
る
の
だ
と
思
う
。
物
を
欲
す
る
地
霊
も
又
同
様
で
あ
る
。
か
く
て
、
最
も
大

事
な
食
物
と
布
の
類
が
供
え
物
と
し
て
提
出
さ
れ
る
所
と
な
っ
た
の
に
違
い
な
い
。

こ
う
し
た
「
手
向
け
」
は
、
「
手
向
い
」
と
云
う
言
葉
と
対
比
し
て
み
る
と
更
に

は
っ
き
り
し
て
来
る
。
道
を
知
ら
ぬ
旅
人
が
そ
の
進
む
べ
き
方
向
を
た
ず
ね
た
時
、

道
を
知
っ
て
い
る
異
郷
の
人
は
（
神
は
）
自
ら
手
を
指
し
示
し
て
、
行
く
手
を
教
示

す
る
。
ま
さ
に
こ
の
「
手
」
は
、
進
む
べ
き
方
向
を
指
し
示
す
手
で
あ
っ
た
。
し
か

る
に
、
「
手
向
い
」
は
、
「
手
向
け
」
が
、
「
誰
か
が
誰
か
を
方
向
付
け
る
」
　
の
に
対

し
、
「
誰
か
に
向
う
」
事
を
本
意
と
す
る
。
反
抗
と
か
敵
対
と
か
が
か
く
て
示
さ
れ

る
。
だ
か
ら
、
そ
の
主
体
に
よ
っ
て
言
え
ば
、
「
手
向
い
」
は
そ
の
主
体
の
行
為
と

な
り
、
「
手
向
け
」
は
、
他
者
よ
り
受
け
る
行
為
と
な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
主
体

は
あ
く
ま
で
示
さ
れ
る
側
で
あ
る
。
カ
は
指
し
示
し
得
る
側
に
あ
っ
た
。
知
る
者
と

知
ら
ぬ
者
と
の
差
が
か
く
顕
現
さ
れ
て
い
た
。

ニ

と
こ
ろ
で
『
万
葉
』
周
辺
の
文
献
を
概
観
す
る
時
、
旅
は
ど
の
よ
う
な
位
相
を
示

す
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
切
の
旅
が
生
活
に
関
わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
が
、
「
市
」
　
の
存
在
は
、
共
同
体

間
の
交
流
を
示
す
か
ら
「
異
郷
」
　
へ
の
関
係
の
出
現
を
予
想
さ
せ
る
。
文
献
に
そ
れ

（24）

を
把
え
れ
ば
、
「
塊
志
倭
人
伝
」
に
求
め
得
る
状
況
だ
。

次
に
は
、
通
過
儀
礼
な
ど
に
関
わ
る
旅
を
あ
げ
る
事
が
出
来
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
人
の
世
界
と
神
の
世
界
の
二
つ
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、

日
常
空
間
の
人
の
世
界
よ
り
非
日
常
の
神
の
世
界
へ
の
転
移
は
、
意
味
的
に
は
旅
で

あ
り
得
る
。
大
和
建
命
の
西
征
・
東
征
を
通
過
儀
礼
と
見
な
し
得
る
か
ど
う
か
わ
か

ら
な
い
が
、
小
碓
命
が
大
和
建
の
名
称
を
得
て
行
く
そ
の
過
程
は
、
一
つ
に
そ
の
事

を
語
っ
て
い
る
と
見
て
良
か
ろ
う
。
少
な
く
と
も
酉
征
に
於
い
て
は
そ
の
意
を
お
さ

え
得
る
と
思
う
。
東
征
は
、
成
人
し
た
大
和
建
の
大
人
と
し
て
の
行
為
と
見
れ
ば
良

い
。
聖
な
る
地
を
踏
破
し
た
上
で
一
人
前
と
見
な
さ
れ
る
と
云
う
考
え
は
、
今
で
こ

そ
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
が
、
三
十
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
会
津
の
片
田
舎
で
も
慣
習

と
し
て
守
ら
れ
て
い
た
。
二
十
才
を
前
に
し
た
男
は
、
地
元
の
清
流
に
み
そ
ぎ
を

し
、
残
雪
ま
だ
ら
の
飯
豊
山
に
登
ら
さ
れ
て
い
た
。
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時
代
を
下
ら
せ
れ
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
、
『
御
伽
草
子
』
の
一
部
の
話
な
ど
に
見
ら

れ
る
い
わ
ゆ
る
貴
種
流
離
雷
な
ど
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
中
に
入
る
も
の
と
考
え
ら

れる。次
に
は
天
皇
の
行
幸
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
万
葉
集
』
巻
一
－
五
番
六
番
歌
は
ま
さ

に
こ
れ
に
当
る
。
先
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
天
皇
権
力
の
在
り
様
に
関
わ
っ

て
、
支
配
者
の
立
場
と
、
被
支
配
者
と
し
て
の
官
人
の
立
場
に
よ
っ
て
意
味
は
全
く

別
様
に
な
る
。
五
番
歌
の
場
合
、
な
ぜ
讃
岐
国
安
益
郡
に
幸
さ
ね
は
な
ら
な
か
っ
た

のか。こ
の
場
合
の
基
本
構
造
は
、
前
掲
の
す
が
は
ら
の
朝
臣
の
歌
に
通
じ
る
。
「
此
た

ひ
は
幣
も
と
り
あ
え
ず
」
と
歌
う
の
は
、
ま
さ
に
「
私
的
」
事
態
で
あ
っ
た
な
ら
ば

「
幣
を
さ
さ
げ
る
の
だ
が
」
と
云
う
意
を
込
め
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
実
は
、
朱

雀
院
に
か
か
わ
っ
て
奉
幣
す
る
立
場
に
は
な
く
、
も
み
ち
の
錦
を
さ
さ
げ
る
と
云
う

訳
だ
。
朱
雀
院
に
と
っ
て
、
奈
良
の
手
向
け
に
行
く
先
々
の
不
安
を
祈
り
上
げ
る
必

要
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
支
配
者
の
側
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
す
が

は
ら
の
朝
臣
の
立
場
か
ら
は
こ
の
時
代
に
な
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
荷
い
得
る
言
葉

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
官
人
達
の
心
に
関
し
て
追
記
を
ほ
ど
こ
せ
ば
、
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
人
物

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
手
向
け
」
を
読
み
込
ん
で
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

巻
六
Ⅰ
一
〇
l
≡
ほ
石
上
乙
麻
呂
卿
、
土
佐
の
国
に
配
さ
れ
る
時
の
歌
三
首
の
中

の
三
つ
目
。
も
う
l
つ
は
直
接
そ
の
歌
と
知
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
付
い
て
い
る

反
歌
の
左
往
に
「
穂
積
朝
臣
老
が
佐
渡
に
配
さ
え
し
時
に
作
る
歌
と
い
ふ
」
　
と
あ

る
、
巻
十
三
ー
三
二
四
〇
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。
乙
麻
呂
は
、
「
父
」
や
「
母
」
に
「
我

れ
は
　
愛
子
ぞ
」
と
歌
い
な
が
ら
、
「
遠
き
土
佐
路
」
を
思
い
、
「
八
十
氏
人
の
手
向

（26）

す
る
長
の
坂
に
幣
」
を
奉
っ
た
よ
う
だ
。
土
佐
は
遠
流
の
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
流

さ
れ
る
者
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
と
な
れ
ば
こ
そ
の
処
置
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
分

の
負
担
が
乙
麻
呂
を
し
て
「
手
向
け
」
せ
し
め
た
の
に
ち
が
い
な
い
。

穂
積
朝
臣
歌
か
と
み
ら
れ
る
十
三
巻
Ⅰ
三
二
四
〇
歌
で
は
、
「
い
か
に
我
が
せ
む

ゆ
く
へ
知
ら
ず
て
」
と
歌
い
納
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
さ
に
「
手
向
け
」
の
効
果

を
は
っ
き
り
と
語
っ
て
く
れ
る
。

巻
四
の
五
六
七
番
歌
は
、
「
太
宰
大
監
大
伴
宿
称
百
代
等
、
駅
任
に
贈
る
歌
」
　
と

題
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
左
注
に
は
、
山
口
忌
寸
若
麻
呂
の
歌
と
記
さ
れ
、
「
駅
使
」

と
云
う
公
的
任
務
に
基
づ
い
た
場
合
に
さ
え
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
「
周

防
な
る
岩
国
山
を
越
え
む
日
は
手
向
け
よ
く
せ
よ
荒
し
そ
の
道
」
と
歌
わ
れ
る
中
に

は
、
そ
の
他
の
多
く
の
官
人
達
が
中
央
よ
り
地
方
に
派
遣
さ
れ
る
時
、
ま
さ
に
「
八

十
氏
人
の
手
向
す
る
」
事
態
だ
っ
た
事
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
良
か
ろ
う
。

こ
の
場
合
に
は
、
「
道
」
が
「
荒
」
い
か
ら
だ
と
言
う
。
や
は
り
、
身
の
安
全
を
念

頭
に
置
い
た
発
想
と
言
う
事
が
出
来
る
。

こ
の
他
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
物
見
遊
山
の
旅
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
は

判
断
に
難
か
し
さ
が
伴
う
。
例
え
ば
黒
人
歌
を
考
え
て
み
る
時
、
何
が
浮
上
し
て
来

る
だ
ろ
う
か
。
『
万
葉
集
』
三
巻
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

と
く
来
て
も
見
て
ま
し
も
の
を
山
城
の
高
の
祝
辞
散
り
に
け
る
か
も

（
三
－
二
七
七
）

吾
妹
子
に
猪
名
野
は
見
せ
つ
名
次
山
角
の
松
原
い
つ
か
示
さ
む

（
三
Ⅰ
二
七
九
）

「
と
く
来
て
も
見
て
ま
し
も
の
を
」
と
は
ど
う
云
う
考
え
方
に
基
づ
く
の
か
。

又
、
「
猪
名
野
は
見
せ
つ
」
と
自
ら
の
行
為
を
自
覚
し
、
「
名
次
山
角
の
松
原
」
は

「
い
つ
か
し
め
さ
む
」
と
将
来
に
託
す
。
こ
の
場
合
、
「
見
せ
つ
」
「
示
さ
む
」
を
支

え
る
考
え
は
何
で
あ
っ
た
か
。
「
見
る
べ
き
価
値
が
あ
る
」
と
云
う
事
で
、
そ
こ
の

存
在
を
認
め
、
土
地
讃
め
に
か
か
わ
っ
た
と
見
る
の
が
良
い
の
か
。
な
る
程
、
黒
人

の
出
向
く
土
地
に
は
、
な
ぜ
か
知
ら
な
い
の
だ
が
、
『
神
名
帳
』
な
ど
に
記
さ
れ
る

神
社
名
が
目
立
つ
。
か
つ
て
考
察
し
た
所
で
は
、
黒
人
の
旅
に
は
、
地
方
の
神
を
中

央
に
向
け
て
置
く
為
の
、
官
人
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
ろ
う
と
云
う
事
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
一
見
す
る
だ
け
で
は
、
黒
人
歌
に
神
祭
り
の
形
跡
は
見
え
な
い
。
黒
人
が

高
市
の
姓
が
あ
る
所
よ
り
、
大
和
国
高
市
郡
の
出
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
高
市
郡
は

渡
来
人
の
住
み
つ
い
た
地
と
し
て
、
今
来
郡
の
別
名
を
持
っ
て
い
た
く
ら
い
だ
か
ら
、

伝
統
的
な
思
考
様
式
に
何
ら
か
の
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

第
l
に
、
官
人
が
天
皇
の
代
理
と
し
て
地
方
を
回
る
事
自
体
、
変
容
と
み
ざ
る
を
得

ま
い
。
巻
一
1
十
二
番
歌
は
「
わ
が
欲
り
し
野
島
は
見
せ
つ
底
深
き
阿
胡
根
の
滑
の

玉
ぞ
給
は
ぬ
」
は
「
車
皇
命
」
の
歌
だ
と
言
う
。
折
口
信
夫
は
、
こ
の
中
皇
命
を

（28）

「
斎
明
・
皇
極
天
皇
と
極
め
て
よ
い
で
せ
う
。
」
と
言
う
。
折
口
の
考
え
に
よ
る
限

り
、
黒
人
の
前
に
斎
明
が
「
我
が
欲
り
し
野
鳥
は
見
せ
つ
」
と
歌
っ
て
い
る
。
こ
れ

も
土
地
讃
め
か
。
確
か
に
天
皇
に
よ
っ
て
見
た
い
と
所
望
さ
れ
る
事
は
、
世
界
ナ
ソ

パ
ー
ワ
ソ
の
人
物
の
要
語
と
し
て
そ
れ
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
天
皇
が
マ

ジ
シ
ャ
．
ソ
の
中
の
マ
ジ
シ
ャ
ソ
と
し
て
、
し
か
も
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
事

を
考
え
る
と
、
未
だ
絶
対
的
権
力
は
手
に
し
て
い
な
い
と
は
言
え
、
支
配
地
へ
の
関

心
と
し
て
野
島
を
指
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
讃
美
の
気
拝
の
中
に
地
霊
に
対
す

る
そ
れ
を
先
立
て
る
必
要
性
は
見
当
ら
な
い
。
ま
さ
に
「
未
だ
見
ぬ
地
野
島
」
を
あ

ら
か
じ
め
指
定
す
る
中
に
、
そ
の
地
は
先
取
り
さ
れ
て
い
た
。
言
わ
ば
、
彼
女
の
想

像
力
の
中
に
そ
こ
は
と
り
込
ま
れ
て
い
た
訳
で
、
不
安
を
か
も
す
必
然
性
を
排
除
し

て
い
る
の
だ
。
見
る
事
に
よ
っ
て
、
現
実
化
さ
せ
る
事
が
重
大
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
国
見
、
巡
行
に
通
じ
る
の
だ
ろ
う
。
折
口
信
夫
は
叙
景
歌
発
生
の
根
本
に
、
官

（29）

人
達
の
旅
行
が
あ
っ
た
事
を
推
測
し
て
い
る
が
、
天
皇
の
巡
行
は
そ
れ
に
先
立
っ
て

存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
天
皇
家
の
神
を
地
方
に
運
び
、
地
方
の
神
と
入

れ
か
え
を
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
地
域
に
よ
る
差
違
に
個
別
的
な
興
を

抱
い
て
い
た
と
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
と
思
う
。
「
底
深
き
阿
胡
板
の
浦
の
珠
ぞ

給
は
ぬ
」
と
言
う
所
か
ら
は
、
大
和
人
と
い
う
ま
さ
に
山
国
の
人
に
、
海
の
お
も
し

ろ
さ
が
新
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
の
一
面
を
こ
の
行
幸
の
理
由
と
考
え
る
事
を
、
否
定
す

る
積
極
的
な
理
由
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
兄
い
出
せ
ま
い
。
ど
う
や
ら
、
景
観
に
興

を
持
ち
、
そ
れ
故
に
見
た
い
と
す
る
考
え
方
は
、
こ
の
あ
た
り
に
生
じ
て
来
る
事
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
黒
人
の
場
合
に
は
、
斎
明
天
皇
の
詠
歌
を
受
け

て
彼
な
り
に
、
「
我
妹
子
」
に
見
せ
る
事
を
主
眼
と
し
て
、
個
別
的
経
験
の
中
に
一

般
化
す
べ
く
、
新
た
な
発
想
を
加
え
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
彼
は
官
人
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
白
が
欲
す
る
景
勝
の
地
に
自
由
意
志

で
出
か
け
る
事
は
不
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
「
高
の
親
群
散
り
に
け
る
か
も
」
　
と

詠
じ
た
時
、
ま
さ
に
そ
の
旅
は
、
概
の
も
じ
み
の
時
期
を
失
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
自
由
で
な
か
っ
た
分
だ
け
、
待
つ
心
は
強
か
っ
た
ろ
う
。
「
我
妹
子

に
猪
名
野
は
見
せ
つ
」
に
は
そ
う
し
た
も
の
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
さ
し
つ
か

え
な
か
ろ
う
。
黒
人
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
官
人
達
の
感
動
は
、
天
皇
の
周
辺
に
、

官
人
達
の
思
考
様
式
、
感
動
様
式
を
生
み
出
し
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
か
か
る
意

味
に
於
い
て
黒
人
は
、
旧
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
の
間
に
於
い
て
、
旧
い
も
の
を

を
背
に
負
い
つ
つ
、
新
し
い
方
に
顔
を
向
け
る
歌
詠
を
な
し
得
た
人
物
と
し
て
押
え

得
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
こ
れ
が
物
見
遊
山
の
旅
を
生
み
出
す
に

は
ま
だ
ま
だ
長
い
年
月
を
要
し
た
は
ず
だ
。
家
持
で
さ
え
も
、
越
中
に
客
人
を
接
待

す
る
時
に
、
遊
山
目
的
の
客
を
も
て
な
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
客
人
を
接
待
し
て

越
中
各
地
を
ま
わ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
越
中
に
赴
い
た
宮
人
に
対
し
て
で
あ
っ

た
事
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
巻
十
八
－
四
〇
三
六
以
下
四
〇
五
三

に
及
ぶ
、
田
辺
史
福
麻
呂
等
と
の
一
連
の
歌
は
、
天
平
二
〇
年
春
三
月
二
十
三
日
か

ら
の
も
の
で
、
当
時
の
「
遊
覧
」
　
の
言
葉
を
引
き
あ
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
物
見

遊
山
そ
の
も
の
を
語
っ
て
は
い
る
。
そ
う
し
て
、
つ
い
に
布
勢
の
氷
海
に
至
っ
て
は

「
神
さ
ぶ
る
垂
姫
の
崎
漕
ぎ
廻
り
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
我
せ
む
」
（
四
〇
四
六
）

と
福
麻
呂
は
歌
い
、
「
垂
姫
の
滑
を
漕
ぎ
つ
つ
今
日
の
日
は
楽
し
く
遊
べ
言
い
継
ぎ

（30）

に
せ
む
」
（
四
〇
四
七
）
と
遊
行
婦
女
土
師
は
歌
っ
た
。
「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」
「
言

い
鹿
ぎ
に
せ
む
」
は
、
讃
辞
と
し
て
伝
統
的
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
が
、
著
の
様
式
性

を
引
き
ず
っ
て
ほ
い
る
も
の
の
、
旧
い
神
讃
聖
土
地
諌
め
の
論
理
の
み
で
は
も
は

や
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
「
手
向
け
」
は
一
貫
も
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
旅
の
諸
相
を
見
て
み
る
と
、
「
手
向
け
」
は
、
「
異
郷
」
　
を
旅
す
る
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時
、
そ
の
安
全
の
為
に
「
異
郷
」
を
領
す
る
神
（
人
）
に
方
向
付
け
を
し
て
も
ら
う

事
を
原
意
と
し
、
そ
の
方
向
付
け
に
か
か
わ
る
行
為
が
「
手
向
け
J
と
か
「
手
向
け

す
」
と
か
の
言
葉
と
し
て
観
念
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
八
十
氏
人
の
誰
も
が

す
る
「
旅
の
安
全
祈
願
」
と
し
て
、
旅
を
す
る
官
人
達
め
間
転
行
わ
れ
、
徐
々
に
内

（31）

実
を
か
え
つ
つ
平
安
時
代
に
ま
で
も
歌
の
世
界
の
通
念
と
な
っ
て
行
っ
た
の
だ
と
思

う
。
例
え
ば
、
大
伴
坂
上
郎
女
歌
は
、
「
木
綿
畳
手
向
け
の
山
を
今
日
越
え
て
い
づ
・

れ
の
野
辺
に
底
せ
む
我
」
と
あ
り
、
題
詞
は
「
晩
頭
に
帰
り
来
り
て
作
る
歌
」
と
記

す
。
現
実
の
旅
を
ま
る
で
無
視
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
現
実
の
旅
が
旅
で
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
、
自
ら
の
来
る
べ
き
時
に
対
す
る
思
い
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
と
考

れ
ば
、
「
手
向
け
の
山
」
は
、
想
像
の
世
界
の
言
葉
と
さ
え
な
っ
て
い
る
事
が
確
認

さ
れ
る
。
そ
う
言
え
ば
、
こ
こ
に
向
か
う
に
重
要
な
歌
が
、
ま
だ
い
く
つ
か
残
さ
れ

て
い
る
。

三

白
波
の
浜
松
が
枝
の
手
向
け
草
采
代
ま
で
に
か
年
の
経
ぬ
ら
む

（∵－1二四）

巻
九
に
塀
歌
、
い
や
一
字
違
い
の
歌
が
あ
る
。
浜
松
の
「
木
」
と
す
る
も
の
だ
。
一

七
一
六
歌
で
あ
る
。
こ
れ
等
が
、
文
字
通
り
有
間
皇
子
の
悲
劇
に
か
か
わ
っ
て
の
も

の
と
す
れ
ば
、
有
間
は
「
手
向
け
」
を
し
た
事
に
な
る
。
旅
の
歌
一
般
の
中
で
考
え

れ
ば
、
か
つ
て
誰
か
が
「
手
向
け
」
を
し
、
そ
の
代
償
に
旅
の
安
全
を
企
っ
た
事
が

あ
っ
た
と
云
う
事
だ
。
有
間
皇
子
の
場
合
、
支
配
者
の
側
に
立
つ
人
物
と
も
見
ら
れ

る
が
、
当
歌
が
残
さ
れ
た
根
本
に
は
謀
反
人
有
間
が
存
す
る
。
謀
反
人
は
、
反
支
配

者
と
し
て
支
配
者
の
側
に
と
ど
ま
り
得
な
い
。
刑
場
へ
の
旅
で
あ
る
と
す
れ
ば
自
ら

の
命
を
介
し
て
、
来
る
べ
き
時
と
空
間
に
対
し
て
不
安
の
中
に
あ
る
。
旅
人
一
般
の

心
と
同
位
相
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
官
人
達
も
又
、
官
人
で
あ
っ
て
支
配
者
で
は
な

い
。
伝
統
的
な
「
手
向
け
」
を
伴
う
旅
は
、
何
ら
か
の
形
で
不
安
の
中
に
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
次
の
よ
う
な
歌
に
出
っ
く
わ
す
。

田
口
広
麻
呂
が
死
に
し
時
、
刑
部
垂
麻
呂
が
作
る
歌
一
首

首
足
ら
ず
八
十
隈
坂
に
手
向
け
せ
ば
過
ぎ
に
し
人
に
け
だ
し
逢
は
む
か
も

（
三
ー
四
二
七
）

山
背
の
石
田
の
森
に
心
お
そ
く
手
向
け
し
た
れ
や
妹
に
逢
ひ
が
た
き

（
十
二
－
二
八
五
六
）

我
妹
子
や
夢
に
見
え
乗
と
大
和
路
の
渡
り
瀬
ご
と
に
手
向
け
ぞ
我
が
す
る

（
十
二
Ⅰ
三
一
二
八
）

い
か
な
ら
む
名
負
ふ
神
に
し
手
向
け
せ
ば
我
が
思
ふ
妹
を
夢
に
だ
に
見
む

（
十
一
－
二
四
一
八
）

梅
の
花
し
だ
り
柳
に
折
り
交
へ
花
に
供
養
け
ば
君
に
逢
は
む
か
も（

十
－
一
九
〇
四
）

「
石
田
の
森
」
は
『
神
名
帳
』
に
「
山
背
国
宇
治
郡
山
科
神
社
二
座
」
と
あ
る
。

神
に
対
し
て
「
心
お
そ
く
手
向
け
」
し
た
の
で
妹
に
逢
え
な
い
と
現
状
を
分
析
す

る。

「
大
和
路
の
渡
り
瀬
」
に
は
「
浄
守
り
の
神
」
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
手
向
け
」

は
そ
の
神
に
対
し
て
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
「
我
妹
子
に
夢
に
で
も
逢
い
た
い
」
　
と

瞑
っ
た
故
だ
と
言
う
。

「
花
に
手
向
け
ば
」
の
花
と
は
、
鋲
花
祭
の
花
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
も
恋
人
に

逢
い
た
い
と
の
思
い
で
「
手
向
け
」
を
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
「
供
養
」
は
「
そ
な

へ
ば
」
と
訓
む
の
が
最
近
の
訓
だ
。

以
上
の
三
つ
の
目
途
は
、
「
恋
人
」
に
あ
る
。
我
妹
子
に
、
君
に
逢
え
ぬ
気
拝
を

「
手
向
け
」
に
托
す
。
「
手
向
け
」
の
効
果
が
問
わ
れ
て
い
る
。

「
い
か
な
ら
む
名
負
ふ
神
に
し
手
向
け
せ
ば
」
と
な
る
と
、
「
手
向
け
」
の
効
果
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を
認
め
る
方
向
に
於
い
て
、
神
の
カ
を
問
う
て
い
る
。
l
体
何
が
お
こ
っ
て
い
る
の

か
。
思
う
に
、
「
手
向
け
」
の
伝
統
性
に
、
新
し
い
要
素
が
加
え
ら
れ
た
の
だ
。
「
手

向
け
」
の
効
果
を
問
う
事
と
云
い
、
神
の
力
を
問
う
事
と
云
い
、
か
な
り
大
胆
な
発

想
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
旅
の
不
安
な
ど
全
く
関
係
し
て
は
い
な
い
。
「
不
安
」
　
は

そ
の
お
こ
る
原
因
を
変
え
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
新
し
い
歌
い
っ
ぶ
り
で
あ
る
。

四

巻
±
二
に
は
次
の
よ
う
な
長
歌
が
あ
る
。
反
歌
二
首
が
付
く
が
省
略
す
る
。

葦
原
の
　
瑞
穂
の
国
に
　
手
向
け
す
と
　
天
降
り
ま
し
け
む
　
五
百
万
　
千
万
神

の
　
神
代
よ
り
　
言
ひ
継
ぎ
来
る
　
神
な
び
の
　
み
も
ろ
の
山
は
　
春
さ
れ
ば

春
霞
み
立
つ
　
秋
行
け
ば
　
紅
に
は
ふ
　
神
な
び
の
　
み
も
ろ
の
神
の
　
帯
は
せ

る
　
明
日
香
の
川
の
　
水
脈
早
み
　
生
し
た
め
か
た
き
　
石
枕
　
苔
生
す
ま
で
に

新
夜
の
　
亭
く
通
は
む
　
事
計
り
　
夢
に
見
せ
こ
そ
　
剣
大
刀
　
斎
ひ
祭
れ
る

神
に
し
い
ま
せ
は

（
十
三
ー
三
二
二
七
）

こ
の
「
手
向
け
」
も
又
新
し
い
も
の
だ
ろ
う
。
『
記
』
『
紀
』
に
無
い
事
だ
と
云
っ

て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
神
さ
え
も
手
向
け
を
す
る
と
言
う
の
だ
か
ら
大
変
で
あ
る
。

折
口
流
に
「
手
向
け
」
を
考
え
た
ら
ど
う
云
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
か
る
も
の
が

古
い
訳
が
な
い
。
『
記
』
『
紀
』
の
話
が
浸
透
し
た
後
に
あ
ら
わ
れ
る
表
現
と
み
て
さ

し
っ
か
え
な
か
ろ
う
。

あ
を
に
よ
し
　
奈
良
山
過
ぎ
て
　
も
の
の
ふ
の
　
宇
治
川
渡
り
　
娘
子
ら
に
　
逢

坂
山
に
　
手
向
け
く
さ
　
幣
取
り
置
き
て
　
我
妹
子
に
　
近
江
の
海
の
　
沖
つ
披

来
寄
る
浜
辺
を
　
く
れ
く
れ
と
　
ひ
と
り
ぞ
我
が
来
る
　
妹
が
目
を
欲
り

（
十
三
1
：
三
三
七
）

「
妹
が
目
を
欲
り
」
は
、
『
日
本
書
紀
』
斎
明
天
皇
粂
七
年
十
一
月
に
、
中
大
兄
皇
子

が
歌
っ
た
「
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
泊
て
て
居
て
か
く
や
恋
ひ
む
も
君
が
目
を
欲

り
」
を
思
わ
せ
て
一
見
古
く
も
思
わ
れ
る
が
、
「
ひ
と
り
ぞ
我
が
来
る
」
は
新
し
い
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
読
す
れ
ば
、
伝
統
の
詞
章
が
方
々
に
ち
り
は
じ
め
ら
れ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
も
「
手
向
け
」
は
「
妹
が
日
を
欲
り
」
し
た
か
ら
だ
と

言
う
。
旅
の
困
難
な
分
だ
け
「
妹
」
を
思
う
気
拝
は
大
き
く
な
る
。
相
手
に
そ
れ
を

示
そ
う
と
言
う
訳
だ
。
こ
の
よ
う
な
歌
は
、
前
に
あ
げ
た
一
連
の
短
歌
の
よ
う
に
新

し
く
意
味
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
一
体
、
な
ぜ
こ
う

し
た
「
手
向
け
」
の
と
ら
え
か
え
し
が
一
般
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
冒
頭
掲
載

の
歌
が
も
の
を
言
う
。

長
屋
王
、
馬
を
寧
楽
山
に
駐
て
て
作
る
歌
l
l
首

佐
保
過
ぎ
て
寧
楽
の
手
向
け
に
置
く
幣
は
妹
を
目
難
れ
ず
相
見
し
め
と
そ

（
三
1
三
〇
〇
）

磐
が
根
の
ご
し
き
山
を
越
え
か
ね
て
巽
に
は
泣
く
と
も
色
に
出
で
め
や
も

（
三
－
三
〇
一
）

作
歌
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
奈
良
遷
都
以
前
で
あ
る
と
も
言
い
、
又
不
明
と
も
言

う
。
三
〇
一
番
歌
か
ら
考
え
る
限
り
、
天
武
の
孫
、
高
市
皇
子
の
息
子
と
云
う
素
姓

を
考
え
れ
ば
、
あ
る
い
は
藤
原
氏
、
と
り
わ
け
不
比
等
等
の
下
に
あ
っ
て
、
将
来
を

思
い
や
っ
て
の
歌
で
あ
っ
た
か
。
こ
ん
な
事
を
考
え
る
と
、
作
歌
年
代
の
お
ぼ
ろ
げ

な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
よ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
作
者
は
「
手
向
の
幣
」
　
に
注
目
す

る
。
そ
の
目
的
を
問
う
て
い
る
。
「
手
向
け
」
　
の
常
識
は
、
族
の
安
全
性
を
祈
る
事

で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
先
に
あ
げ
た
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
効
果
を
意
識
し
て

い
る
。
確
か
に
恋
人
を
持
つ
人
間
に
と
っ
て
は
そ
の
安
全
を
祈
る
事
も
つ
ま
る
所
は

恋
人
故
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
自
ら
の
安
全
は
、
自
ら
の
為
で
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、

父
や
母
、
あ
る
い
は
妻
や
子
の
為
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
前
掲
の
坂
上
郎
女
歌

で
は
手
向
を
す
る
と
墜
一
一
ロ
っ
て
な
い
が
、
「
手
向
の
山
」
を
越
え
る
時
に
は
き
っ
と

「
手
向
け
」
を
し
た
事
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
夫
も
そ
こ
に
加
う
べ
き
か
。
そ

う
で
あ
っ
て
も
当
歌
の
場
合
は
「
妹
」
と
限
定
し
て
い
る
。
そ
の
為
だ
と
言
う
訳
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だ
。
か
く
歌
う
事
は
「
妹
」
を
通
し
て
、
自
ら
の
内
面
へ
よ
り
深
く
関
わ
ろ
う
と
す

る
事
で
は
な
い
の
か
。
「
手
向
け
」
を
す
る
事
で
自
ら
の
命
を
神
に
托
し
た
時
に
は
、

自
分
に
こ
だ
わ
る
事
に
重
点
は
お
か
れ
ず
、
む
し
ろ
、
神
の
側
に
そ
の
力
の
発
現
を

求
め
る
事
に
主
眼
は
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
作
者
は
必
ず
し
も
神
の
カ
を
な
い
が
し

ろ
に
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
「
手
向
け
」
を
無
視
し
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
な
い
。

そ
の
向
う
側
の
対
象
を
見
て
い
る
の
だ
。
こ
ら
し
た
関
わ
り
方
は
、
「
手
向
け
」
　
の

常
識
の
中
か
ら
ほ
生
れ
ま
い
。
そ
れ
を
相
対
祝
し
得
る
状
況
の
中
に
可
能
と
な
ろ

う
。
題
詞
を
借
ず
る
限
り
、
作
者
は
長
屋
王
で
あ
っ
た
。
天
武
の
孫
で
あ
っ
た
。
我

々
の
知
る
所
、
天
武
は
、
壬
申
の
乱
の
後
現
人
神
と
さ
れ
、
実
質
的
に
あ
ら
ゆ
る
方

面
に
そ
の
カ
を
掌
痙
し
た
天
皇
で
あ
っ
た
。
「
大
君
は
神
に
し
ま
せ
は
」
と
歌
わ
れ

た
人
物
は
ざ
ら
に
い
な
い
。
も
し
こ
こ
に
至
っ
て
人
間
が
神
と
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

か
つ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
神
の
観
念
は
幾
重
に
も
更
新
さ
れ
た
事
に
な
る
。
そ
の

昔
、
異
郷
の
地
を
支
配
し
て
い
た
ほ
ず
の
地
霊
は
、
ま
さ
に
「
青
野
讃
歌
」
に
あ
ら

わ
さ
れ
た
如
く
、
「
山
川
も
　
依
り
て
仕
ふ
る
　
神
の
御
世
」
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、

位
置
の
逆
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
が
天
武
で

あ
る
。
そ
の
天
武
の
時
代
を
つ
く
り
上
げ
る
の
に
力
の
あ
っ
た
高
市
皇
子
は
又
「
神

の
御
世
」
創
出
の
原
動
力
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
神
の
御
代
と
言
う
け
れ
ど
、
旧
来

の
神
の
位
置
に
人
間
が
す
わ
っ
た
訳
な
の
だ
か
ら
、
人
の
世
と
言
っ
て
も
一
向
に
さ

し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
時
代
な
の
だ
と
思
う
。
か
つ
て
考
察
し
た
所
で

は
、
長
屋
王
は
、
成
文
法
を
根
拠
と
し
た
生
き
棟
を
示
し
て
、
新
世
代
の
行
動
様
式

（32）

を
体
現
し
て
い
る
人
物
と
し
て
意
義
づ
け
得
た
。
そ
れ
は
藤
原
氏
に
対
す
る
異
儀
申

し
立
て
で
も
あ
っ
た
訳
だ
が
、
こ
の
生
き
様
は
重
大
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
様
式
へ

の
関
心
と
し
て
受
け
と
め
る
事
が
出
来
る
か
ら
だ
。

神
亀
元
年
三
月
二
十
二
日
『
続
紀
』
は
、
二
月
四
日
の
「
勅
」
（
天
子
の
言
葉
）
、

「
藤
原
夫
人
、
天
下
皆
大
夫
人
と
称
せ
よ
」
に
異
を
と
な
え
た
。
根
拠
は
「
公
式
令
」

で
あ
っ
た
。
天
皇
が
l
方
的
に
下
す
命
令
に
対
し
、
法
律
を
根
拠
に
異
を
述
べ
た
訳

だ
。
天
皇
と
言
え
ど
も
浩
律
を
無
視
す
る
事
は
出
来
な
い
。
「
勅
」
は
訂
正
さ
れ
る

に
及
ん
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
天
皇
の
「
勒
」
は
一
方
的
に
守
ら
さ
れ

た
。
し
か
し
長
屋
王
の
こ
の
対
し
方
は
、
文
字
に
記
さ
れ
た
事
を
根
拠
に
、
そ
の
天

皇
の
、
神
の
立
場
に
あ
っ
た
人
の
「
勅
」
を
訂
正
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
新

し
い
時
代
の
新
し
い
生
き
方
に
よ
っ
て
、
旧
い
時
代
の
旧
い
在
り
方
が
照
ら
し
出
さ

れ
た
と
見
ら
れ
る
。

け
だ
し
、
長
屋
王
は
、
こ
の
「
勅
」
を
訂
正
さ
せ
た
思
考
様
式
虹
よ
っ
て
、
「
手

向
け
」
　
の
目
的
を
対
象
化
し
得
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

五

「
手
向
け
」
に
か
か
わ
る
歌
の
う
ち
、
「
人
」
を
恋
う
る
歌
は
作
歌
年
次
不
折
の
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
『
万
葉
』
以
外
の
資
料
に
日
を
む
け
る
時
そ
れ
ら
し
い
年
次
が

浮
か
び
上
っ
て
来
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
ば
か
り
だ
。
従
っ
て
ど
の
作
を
そ
う
し
た
も

の
の
は
じ
め
と
決
め
得
る
か
に
つ
い
て
、
根
拠
は
乏
し
い
の
だ
が
、
「
手
向
け
」
と
は

神
に
関
わ
る
事
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
や
す
や
す
と
そ
の
在
り
様
を
変
化
さ

せ
る
事
は
出
来
な
い
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
変
化
さ
せ
得
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
は
そ
れ
の
必
然
性
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
二
間
を
私
は
長
屋
王
の
中
に
見

た
。
も
し
前
述
の
事
が
骨
え
る
な
ら
ば
、
．
そ
れ
を
契
磯
に
し
て
、
「
手
向
け
」
　
は
神

祭
り
の
場
か
ら
は
な
れ
、
十
二
巻
1
三
二
一
八
歌
の
分
類
の
よ
う
に
、
「
帝
旅
発
思
」

を
可
能
と
さ
せ
て
行
っ
た
の
に
違
い
尤
い
。
つ
ま
り
、
旋
■
の
在
り
様
を
ふ
ま
え
て
、

恋
人
に
関
わ
る
表
現
様
式
を
生
み
出
し
た
と
云
う
訳
で
あ
る
。

一
人
長
屋
王
が
、
「
手
向
け
に
置
く
幣
」
を
ふ
り
返
っ
た
時
、
そ
の
行
く
手
に
は

「
霹
旅
発
息
」
と
分
顕
さ
れ
る
価
値
観
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
長
屋
王
が

そ
れ
を
自
覚
的
に
行
っ
た
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
「
手
向
け
」
　
に
関

し
、
そ
の
変
節
点
に
あ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
事
を
指
摘
し
た
い
。

お
わ
り
に

一
つ
の
歌
の
言
葉
づ
か
い
の
賽
に
存
在
す
る
目
に
見
え
ぬ
世
界
の
存
在
。
言
葉
は
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そ
の
も
の
が
一
人
の
も
の
で
ほ
な
い
。
し
か
し
又
一
人
の
人
間
の
頭
を
通
過
し
な
い

で
ほ
言
葉
た
り
得
な
い
。
そ
う
し
た
言
葉
の
現
実
の
中
に
あ
っ
て
、
人
々
の
考
え
方

紅
の
み
従
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
永
遠
に
生
れ
た
ま
ま
の
在
り
様
を
示
す
し
か
な

い
。
し
か
し
、
我
々
が
か
く
見
て
来
た
よ
う
に
、
確
か
な
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
る

時
、
そ
の
変
容
の
因
を
何
に
求
め
て
行
く
の
か
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
は
す
ま
さ
れ

ま
い
。
私
は
こ
こ
に
、
人
々
の
中
に
お
い
て
は
ぐ
く
ま
れ
た
者
の
、
創
造
性
を
み
た

い
。
そ
れ
は
原
初
の
時
に
立
つ
も
の
と
も
言
え
る
　
（
古
橋
氏
流
に
言
え
ば
給
源
と
な

ろ
う
か
）
。
人
々
の
論
理
に
立
つ
共
同
幻
想
は
、
時
代
の
変
遷
に
伴
っ
て
、
あ
る
時
、

あ
る
個
人
の
力
虹
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
い
つ
か
、
そ
れ
が
新
た
な
共

同
幻
想
と
な
る
。
長
屋
王
歌
、
三
〇
〇
番
歌
は
そ
う
し
た
人
間
世
界
の
現
実
を
秘
か

に
語
り
続
け
て
い
る
よ
う
に
患
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

．注．
川
．
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
に
ょ
る
。

闇
‥
童
万
葉
集
』
巻
一
1
十
七
歌
題
詞
及
び
歌
。

㈲
‥
盛
時
か
ら
歌
が
い
つ
ど
ん
な
時
紅
作
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
か
な
り
厳
し
い
調
査
が
な

さ
れ
て
い
た
事
に
お
ど
ろ
く
。
．
「
御
歌
」
と
「
御
製
歌
」
と
同
様
と
は
患
わ
れ
な
い
が
、

そ
ん
な
観
点
よ
り
、
天
智
に
妹
し
て
わ
歌
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
ん
な
所
に
も
、
歌
の

．
在
り
様
と
し
て
、
特
定
の
作
家
に
托
す
風
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
患
う
。

囲
　
『
万
葉
集
大
成
総
索
引
』
に
ょ
る
。
た
だ
し
、
巻
千
一
九
〇
四
番
歌
の
　
「
供
養
」
　
は

「
そ
な
へ
」
（
角
川
文
庫
）
と
か
「
ま
つ
る
」
（
法
談
社
文
庫
本
）
と
訓
ま
れ
▲
て
い
る
。
例

外
と
す
べ
き
か
b

田
　
巻
三
－
四
二
七
、
巻
六
－
九
七
〇
八
こ
の
場
合
は
「
手
向
け
る
」
と
云
久
下
二
動
詞
）
、

巻
六
Ⅰ
一
〇
二
二
、
巻
十
l
I
二
四
一
八
、
巻
十
二
－
二
八
五
六
、
巻
十
三
Ⅰ
：
二
千
二

七
、
巻
十
三
Ⅰ
三
二
四
〇
。

㈲
　
巻
四
－
五
六
七
、
巻
十
三
Ⅰ
三
一
二
八
。

m
　
巻
≡
－
⊥
二
〇
〇
。

㈲
　
巻
一
し
三
四
、
巻
九
－
一
七
一
六
。
以
上
の
他
に
「
た
む
け
の
山
」
と
言
う
場
合
も
あ

る
。
こ
れ
は
歌
壇
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
山
を
歌
塩
山
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
「
手

．
向
け
」
を
行
う
習
慣
に
よ
る
呼
び
方
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
例
と
し
て
は
巻
六
Ⅰ
一
〇
一
一

9佃餌個㈹掴由
り
8㈹㈹個個、

m
W任餌鋤

七
、
巻
十
三
1
1
三
五
一
が
あ
る
。

『
契
沖
全
集
』
十
巻
六
七
貫
。

『
折
口
信
夫
全
集
』
六
巻
二
〇
二
1
二
〇
三
貢
。

『
折
折
口
信
夫
全
集
』
九
巻
五
五
二
1
五
五
三
貢
。

『
契
沖
全
集
』
八
巻

「
神
武
紀
」
歌
謡
、
「
英
等
t
入
官
な
人
人
は
言
え
ど
も
手
向
い
も
せ
ず
」
と
あ
る
。

『
万
葉
集
』
巻
十
四
－
三
五
六
九
歌
、
「
防
人
に
立
ち
し
朝
明
の
か
な
門
出
に
手
離
れ
惜

し
み
泣
き
し
子
ら
ほ
も
」

『
万
葉
集
』
巷
ニ
ー
二
三
〇
歌
、
r
…
…
…
天
皇
の
　
神
の
御
子
の
　
い
で
ま
し
の
　
手

火
め
光
り
ぞ
　
こ
こ
だ
屠
り
ー
て
あ
る
」

『
万
葉
集
』
巻
十
四
Ⅰ
三
四
八
〇
歌
、
「
大
君
の
命
畏
み
愛
し
妹
が
手
枕
離
れ
夜
立
ち
釆

の
か
も
」

『
万
葉
集
』
巻
十
五
1
三
六
二
七
歌
、
「
…
…
…
わ
た
つ
み
の
　
手
巻
の
玉
を
　
家
づ
と

に
妹
に
遮
ら
む
と
‥
‥
‥
」

「
魂
志
倭
人
伝
」
岩
波
文
庫
3
3
ト
4
0
1
I
l
．
四
五
貢
。

『
続
日
本
紀
』
。
『
土
左
日
記
』
に
も
物
を
欲
す
る
神
の
審
（
僅
膏
の
明
神
）
が
出
る
。

個
二
言
卜
三
八
貫
。
「
市
躍
」
と
云
う
言
葉
が
そ
れ
を
示
す
。

神
の
子
と
さ
れ
る
者
で
も
、
■
「
海
尊
者
」
を
必
要
壱
し
（
「
神
武
紀
」
）
、
（
爬
鳥
を
「
引

道
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
「
神
武
記
」
）
。

囲餌的

一
里
塚
に
つ
い
て
は
時
代
を
遅
ら
す
べ
き
だ
と
見
る
見
方
も
あ
る
が
、
中
国
舌
代
の
在

り
様
と
か
駅
馬
の
存
在
な
ど
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

大
化
二
年
正
月
紀
。
■

輯
榊
参
照

岩
波
文
庫
本
。
「
文
正
草
子
」

『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
三
月
庚
申
条
。
伊
豆
、
安
房
、
常
陸
、
佐
渡
、
隠
岐
、
土
左

の
六
国
が
還
流
の
地
と
決
め
ら
れ
た
。

「
高
市
黒
人
試
論
」
『
研
究
誌
』
∽
号
（
書
祥
女
子
高
校
）
。

『
折
口
信
夫
全
集
』
九
巻
五
五
六
頁
。

『
折
口
信
夫
全
集
』
　
l
巻
「
叙
景
詩
の
発
生
」
。

『
万
葉
集
』
に
は
他
に
も
額
す
る
も
の
が
あ
る
。

『
新
古
今
集
』
に
も
及
び
、
「
手
向
け
」
は
そ
の
ま
ま
の
在
り
様
を
保
つ
。
旅
に
於
い
て

不
安
は
常
に
つ
き
ま
と
う
。
普
選
的
心
性
転
よ
る
も
の
と
患
う
。

「
言
帯
表
現
の
内
化
紅
つ
い
て
」
『
人
文
研
究
』
4
号
（
長
野
県
短
期
大
学
人
文
研
究
会
）


