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『古今和歌集』歌に見る

　「…とす」「…といふ」「…と思ふ」の陳述の機能

『
古
今
和
歌
集
』
歌
に
見
る

　「
…
と
す
」「
…
と
い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」
の
陳
述
の
機
能

中
村
幸
弘

　
　
　

一
、�

全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
頭
注
の
「
陳
述
の
機

能
」
と
い
う
説
明

　

現
在
、『
古
今
和
歌
集
』
テ
キ
ス
ト
と
し
て
多
く
の
読
者
に
迎
え
ら
れ

て
久
し
い
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
―
以
下
、
新
全
集
と
呼
ぶ
―
『
古
今

和
歌
集
』（
校
注
・
訳　
〈
小
沢
正
夫　

松
田
成
穂
〉
／
小
学
館
・

一
九
九
四
〈
平
成
六
〉
年
）
は
、
そ
の
頭
注
に
、
同
書
の
前
身
の
日
本
古

典
文
学
全
集
―
以
下
、
全
集
と
呼
ぶ
―
『
古
今
和
歌
集
』（
校
注･

訳
〈
小

沢
正
夫
〉
／
小
学
館
・
昭
和
四
十
六
〈
一
九
七
一
〉
年
）
頭
注
を
多
く
残

し
て
い
る
。
殊
に
、
語
学
的
説
明
部
分
は
、
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
新
全

集
本
の
校
注
・
訳
者
は
小
沢
・
松
田
と
な
っ
て
い
る
が
、
小
沢
だ
け
を
校

注
・
訳
者
と
す
る
全
集
本
も
、松
田
が
協
力
者
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
全
集
本
頭
注
に
は
、
術
語
「
陳
述
」
を
用
い
て
の
解
説
が
二
十
三

か
所
現
れ
る
。
既
に
そ
の
説
明
を
施
し
て
あ
る
旨
、
歌
番
号
で
示
し
て
あ

る
と
こ
ろ
が
十
九
か
所
あ
っ
て
、
都
合
、「
陳
述
の
機
能
」「
陳
述
的
機
能
」

と
述
べ
て
あ
る
と
こ
ろ
が
四
十
二
回
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、

現
在
一
般
に
は
補
助
動
詞
と
呼
ん
で
取
り
扱
わ
れ
る
「
あ
り
」
や
「
す
」

も
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
と
き
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
小
稿

の
題
目
に
示
し
た
「
…
と
す
」「
…
と
い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」
の
一
群
で
あ
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る
。
同
書
の
解
説
「
五　

研
究
史
の
大
要
」
の
な
か
に
、
時
枝
誠
記
『
日

本
文
法
文
語
編
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
二
十
九
〈
一
九
五
四
〉
年
）
を
参

考
に
し
た
と
述
べ
て
は
あ
る
が
、
そ
の
目
次
を
見
て
も
索
引
を
見
て
も
、

「
陳
述
」
と
い
う
術
語
の
所
在
を
教
え
て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
、
ど
こ
に
も

見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
該
当
す
る
連
語
「
と
す
」
は
立
項
さ
れ
て
い

る
が
、「
と
い
ふ
」「
と
思
ふ
」
は
存
在
し
な
い
。
同
書
に
見
る
単
語
「
と
」

に
は
五
種
類
あ
っ
て
、
時
枝
文
法
の
素
養
な
い
者
は
、
そ
の
い
ず
れ
を
も

格
助
詞
な
ど
と
見
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。「
い
ふ
」は
立
項
さ
れ
て
い
た
が
、

該
当
す
る
「
す
」
と
「
思
ふ
」
と
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
、
そ
の
立
項
を

見
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
『
日
本
文
法
文
語
編
』
の
前
身
と
も
な
っ
て
い
る
『
古
典
解
釈
の

た
め
の
日
本
文
法
』（
至
文
堂
・
昭
和
二
十
五
〈
一
九
五
〇
〉
年
）
は
、

日
本
文
学
教
養
講
座
全
十
四
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
一

般
読
者
向
け
を
意
識
し
て
の
刊
行
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
元
名
を
設

け
て
の
、
そ
の
展
開
は
、
授
業
時
間
順
と
も
見
え
て
、
受
験
参
考
書
体
裁

と
も
見
え
る
一
書
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
引
か
れ
る
用
例
に
は
、
断
片

的
な
も
の
が
多
く
、
論
述
も
直
ち
に
結
論
を
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

そ
の
理
解
に
は
困
難
を
極
め
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
語
形
に
と

ら
わ
れ
な
い
、そ
の
読
解
の
姿
勢
は
何
と
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
。し
か
し
、

そ
こ
に
も
「
…
と
す
」「
…
と
い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」
を
併
せ
て
解
説
し
て

く
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
は
な
か
っ
た
。

　

全
集
本
に
お
い
て
、
四
十
二
か
所
あ
っ
た
陳
述
の
機
能
を
も
つ
と
す
る

説
明
が
、
新
全
集
本
に
は
、
三
か
所
削
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
か

所
は
、
類
例
と
し
て
の
歌
番
号
を
示
す
だ
け
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
新
記
事

を
書
き
入
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
て
、
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
と
い
っ
て
も
よ

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
の
二
か
所
は
、
と
も
に
「
…
と
す
」
の
用
例
で
、

筆
者
の
理
解
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
…
と
す
」
の
と
こ
ろ
こ
そ
、
陳

述
の
機
能
と
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
全

集
本
に
お
い
て
指
定
の
助
動
詞
と
い
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
新
全
集
本
に

お
い
て
は
、
陳
述
的
機
能
と
い
う
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
た
。
仮
に
内
容

に
変
化
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
説
明
を
改
め
た
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
、
と
思
い
た
く
さ
せ
ら
れ
た
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
全
集
本
・
新
全
集
本
頭
注
に
お
い
て
、「
…
と
す
」「
…

と
い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」
に
陳
述
の
機
能
を
認
め
る
の
は
、
校
注
者
の
判

断
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
時
枝
誠
記
の
古
典
解
釈
の
姿
勢
を

具
体
化
さ
せ
、『
古
今
和
歌
集
』歌
の
読
解
に
活
用
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
頭
注
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
改
め

て
説
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
併
せ
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の

一
群
の
頭
注
の
理
解
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
「
と
」
が
指
定
の
助
動
詞
と
し

て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
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『古今和歌集』歌に見る

　「…とす」「…といふ」「…と思ふ」の陳述の機能

え
で
、「
す
」
が
本
来
無
概
念
の
形
式
動
詞
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
…
と

す
」
が
構
成
さ
れ
て
指
定
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
、
筆
者
は
、
不
十
分
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
認

識
と
理
解
と
に
努
め
て
、
時
枝
文
法
の
姿
勢
を
受
け
て
施
さ
れ
た
、
そ
の

全
集
本
・
新
全
集
本
頭
注
を
通
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
読
解
を
い

さ
さ
か
な
り
と
深
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
稿
は
、
全

集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
頭
注
に
見
ら
れ
る
「
…
と
す
」「
…
と
い
ふ
」

「
…
と
思
ふ
」
の
陳
述
の
機
能
に
つ
い
て
の
現
場
教
師
向
け
教
授
資
料
と

お
受
け
と
め
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　

二
、�

諸
家
の
陳
述
論
と
時
枝
の
陳
述
論
と
、
全
集
・
新
全
集

『
古
今
和
歌
集
』
頭
注
の
陳
述
の
機
能
と

　

法
律
の
術
語
と
し
て
の
「
陳
述
」
は
、
訴
訟
に
お
け
る
行
為
と
い
う
、

そ
う
い
う
場
面
に
つ
い
て
の
限
定
以
外
は
、
そ
の
字
義
ど
お
り
の
語
義
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
陳
」
も
「
述
」
も
、
と
も
に
〈
の
べ
る
〉
意

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
口
頭
で
も
書
面
で
も
、
そ
の
行
為
は
可
能
で
あ
る
。

国
語
辞
典
は
、
術
語
で
は
な
い
「
陳
述
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
語
釈
に
つ

い
て
も
述
べ
て
く
れ
て
あ
る
が
、
実
際
に
、
そ
の
用
例
に
出
会
う
こ
と
は

極
め
て
希
な
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
て
い
る
。

　

そ
の
「
陳
述
」
を
日
本
語
文
法
の
世
界
で
も
採
用
し
て
、
言
語
表
現
を

ま
と
め
、
文
と
し
て
の
統
一
を
与
え
る
作
用
を
い
う
の
に
用
い
て
き
て
い

る
。
西
欧
文
法
な
ど
に
は
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
の
な
い
認
識
で
、
日
本
語

文
法
に
お
い
て
だ
け
注
目
さ
れ
る
感
じ
方
で
あ
る
。
た
だ
、
い
わ
ゆ
る
学

校
文
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
術
語
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
国
語
科
教
師
の
認
識
度
は
高
く
な
い
。
時
に
、
限
ら
れ
た
表
現
と
呼

応
す
る
副
詞
を
陳
述
の
副
詞
と
も
呼
ぶ
の
を
受
け
て
、
文
と
し
て
の
ま
と

ま
り
を
与
え
る
は
た
ら
き
が
感
じ
と
れ
て
、
陳
述
と
は
、
構
文
に
つ
い
て

の
認
識
な
の
だ
と
感
じ
と
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
陳
述
の
副
詞
は
、

山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
学
概
論
』（
宝
文
館
・
昭
和
十
一
〈
一
九
三
六
〉
年
）

初
出
の
呼
称
で
あ
る
。

　

そ
の
陳
述
の
機
能
を
日
本
語
文
法
界
に
導
入
し
た
の
は
、
そ
の
山
田
の

『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
・
明
治
四
十
一
〈
一
九
〇
八
〉
年
）
で
あ
る
。

文
な
ど
を
統
一
す
る
機
能
で
、
そ
れ
を
統
覚
作
用
と
い
っ
た
。
た
だ
、
統

覚
作
用
は
語
形
の
う
え
に
現
れ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
多
様
な
考

え
方
が
で
き
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
助
動
詞
を
認
め
な
い
山
田
は
、
用

言
が
陳
述
を
担
う
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
連
体
修
飾
語
を
構
成
し
て
い

る
用
言
に
も
、
そ
の
陳
述
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
い
な
い
の
か
、
そ
う
い

う
疑
問
を
残
し
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
三
宅
武
郎
や
三
尾
砂
な
ど
の

論
に
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
十
六
〈
一
九
四
一
〉
年
）

／
『
日
本
文
法
口
語
論
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
二
十
五
〈
一
九
五
〇
〉
年
）

／
『
日
本
文
法
文
語
編
』（
既
出
）
は
、
陳
述
を
話
し
手
の
判
断
と
し
、

文
を
統
一
す
る
機
能
で
あ
る
と
し
た
。
一
部
を
除
く
助
動
詞
や
接
続
助
詞

が
こ
れ
を
担
う
と
し
、
そ
こ
に
、
そ
れ
ら
辞
が
な
い
場
合
は
、
零
記
号
の

辞
が
そ
こ
に
加
わ
る
の
だ
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
枝
説
に
も
、

大
野
晋
や
阪
倉
篤
義
が
批
判
し
た
。

　

以
上
は
、『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
・
平
成
十
二〈
二
〇
〇
一
〉

年
）「
陳
述
」
の
項
（
小
松
光
三
執
筆
）
を
借
り
て
、
陳
述
論
展
開
の
一

時
期
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
に
確
認
し
た
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　

さ
て
、
小
稿
が
、
い
ま
注
目
す
る
全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
頭

注
の
「
陳
述
の
機
能
」
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
て
、

そ
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
こ
で
は
、「
あ

り
」
な
り
「
す
」
な
り
、
ま
た
、
時
に
は
、「
と
思
へ
ば
」
な
ど
を
引
い
て
、

そ
の
「
陳
述
の
機
能
」
を
も
つ
、
と
い
っ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
若
干
の

用
例
（
該
当
部
分
傍
線
は
筆
者
）
と
注
（
旧
全
集
・
新
全
集
の
別
）
と
を

引
い
て
、
そ
の
解
説
の
要
領
を
確
認
す
る
。
な
お
、
用
例
と
注
と
に
表
記

の
異
同
が
あ
る
場
合
に
は
、
新
全
集
の
表
記
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

　

○�

桜
散
る
花
の
と
こ
ろ
は
春
な
が
ら
雪
ぞ
降
り
つ
つ
消
え
が
て
に
す
る

（
七
五
）

　
　

旧
―�

「
す
る
」
は
、
…
で
あ
る
の
意
味
で
、
陳
述
の
機
能
を
も
っ
て

い
る
。

　
　

新
―�

「
す
る
」（
終
止
形
は
「
す
」）
は
こ
こ
で
は
、
…
で
あ
る
、
の

意
や
陳
述
の
機
能
だ
け
を
も
つ
。

　

○�

見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ
ぬ
人
の
恋
し
く
は
あ
や
な
く
今け

日ふ

や
な
が
め

暮
さ
む
（
四
七
六
）

　
　

旧
・
新
―�

「
あ
ら
ず
」
の
「
あ
り
」「
せ
ぬ
」
の
「
す
」
は
存
在
・
動

作
な
ど
を
表
す
こ
と
な
く
、
陳
述
の
機
能
だ
け
を
も
っ
て

い
る
。

　

○�

陸み
ち
の
く奥

の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰た
れ

ゆ
ゑ
に
乱
れ
む
と
思
ふ
我
な
ら
な
く
に

（
七
二
四
）

　
　

旧
・
新
―�

「
思
ふ
」
は
「
す
る
」
と
同
様
、
ほ
と
ん
ど
陳
述
の
機
能

だ
け
。

　

右
の
第
一
用
例
の
旧
注
と
新
注
と
で
、
ど
う
い
う
見
方
の
違
い
が
あ
る

か
と
い
う
と
、
旧
注
の
「
陳
述
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
」
を
「
陳
述
の
機

能
だ
け
を
も
つ
」
に
改
め
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
詞
辞
非
連
続
論
か
ら
詞

辞
連
続
論
へ
と
姿
勢
を
変
え
た
、と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
姿
勢
は
、
第
二
用
例
の
「
陳
述
の
機
能
だ
け
」
か
ら
も
、
第
三
用
例
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　「…とす」「…といふ」「…と思ふ」の陳述の機能

の
「
陳
述
の
機
能
だ
け
」
か
ら
も
、
読
み
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
用
例

に
お
い
て
、「
存
在
・
動
作
な
ど
を
表
す
こ
と
な
く
、
」�

と
い
っ
て
い
る

の
も
、
存
在
・
動
作
を
表
す
「
あ
り
」
や
「
す
」
も
あ
る
、
と
い
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
詞
と
し
て
も
辞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
「
あ

り
」
と
「
す
」
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
、
第
三

用
例
の
注
に
お
い
て
、「
ほ
と
ん
ど
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。
詞
と
し
て
の
「
思
ふ
」
で
は
な
く
な
っ
て
、
ほ
と
ん

ど
辞
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
、と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
「
思
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
そ
し
て
、
そ
の
「
思
ふ
」
を
「
す
る
」

と
見
て
も
、
そ
こ
に
陳
述
の
機
能
が
読
み
と
れ
る
の
は
、
そ
の
上
に
あ
る

「
と
」
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
筆
者
が
、

全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
校
注
者
に
倣
っ
て
、「
…
と
す
」「
…
と

い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」
が
陳
述
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
と
見
る
、
大
き
な

事
由
と
な
る
点
で
あ
る
。

　

小
稿
は
、次
節
以
下
に
お
い
て
、「
…
と
す
」「
…
と
い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」

が
陳
述
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』

頭
注
の
記
事
を
手
掛
か
り
に
整
理
し
、認
識
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
、
本
節
に
お
い
て
、
全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』

校
注
者
の
文
法
観
の
確
認
を
し
て
お
く
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
校
注

者
は
、
時
枝
文
法
に
拠
り
な
が
ら
も
、
詞
辞
連
続
論
者
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
詞
辞
非
連
続
論
か
と
見
ら
れ
た
七
五
番
歌
の
旧
注
が
新
注
に
お
い

て
詞
辞
連
続
論
に
改
め
ら
れ
た
事
実
を
、
確
と
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

三
、「
…
と
す
」
に
見
ら
れ
る
陳
述
の
機
能

　

⑴�

池
に
す
む
名
を
を
し
鳥
の
水
を
浅
み
隠か

く

る
と
す
れ
ど
あ
ら
は
れ
に
け

り
（
六
七
二
）

　
　

旧
―�

「
隠
る
れ
ど
」
と
同
じ
。「
す
れ
（
終
止
形
「
す
」）」
は
陳
述
の

機
能
だ
け
。
→
七
五

　
　

新
―
隠
れ
よ
う（
恋
を
隠
そ
う
）と
し
た
け
れ
ど
知
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

旧
注
を
全
面
的
に
削
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
は
、
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
「
動
詞
終
止
形
＋
と
す
れ
ど
」
は
、
八
代
集
歌
人
に
は
好
ま
れ

た
表
現
形
式
だ
っ
た
。
こ
の
形
式
こ
そ
が
、「
…
と
す
」
陳
述
の
代
表
な

の
で
あ
る
。「
…
む
と
す
れ
ど
」
で
な
い
こ
と
な
ど
に
も
触
れ
て
、
稿
を

改
め
て
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
む
」

の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
の
に
、
多
く
、「
…
む
と
す
れ
ど
」
と
し
て
、

通
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

⑵�

年
ご
と
に
逢
ふ
と
は
す
れ
ど
織た
な
ば
た女
の
寝ぬ

る
夜よ

の
か
ず
ぞ
す
く
な
か
り
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け
る
（
一
七
九
）

　
　

旧
―�
逢
い
は
す
る
け
れ
ど
も
。「
あ
へ
ど
」
の
間
に
「
と
は
」
が
は

い
る
と
「
あ
ふ
と
は
す
れ
ど
」
に
な
る
が
、「
す
れ
」
は
陳
述

の
機
能
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。

　
　

新
―�

逢
い
は
す
る
け
れ
ど
も
、「
は
」
は
「
あマ
マ

ふ
」
を
下
の
「
寝
る
」

と
対
比
さ
せ
た
も
の
。

　

⑵
の
「
…
と
は
す
れ
ど
」
は
、
⑴
の
「
…
と
す
れ
ど
」
に
「
は
」
を
介

在
さ
せ
て
、
逆
接
文
脈
に
お
い
て
順
当
な
結
果
に
結
び
つ
か
な
い
行
為
に

注
目
さ
せ
て
い
る
も
の
と
読
み
と
れ
る
。
以
上
の
⑴
・
⑵
に
お
い
て
、
削

ら
れ
た
旧
注
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
が
小
稿
執
筆
の
契

機
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

⑶�

わ
が
宿
は
道
も
な
き
ま
で
荒
れ
に
け
り
つ
れ
な
き
人
を
待
つ
と
せ
し

間ま

に
（
七
七
〇
）

　
　

旧
・
新
―�

待
っ
て
い
た
う
ち
に
。「
…
と
せ
し
」
は
「
…
と
あ
り
し
」

と
同
様
で
、
こ
う
い
う
「
す
」
も
「
あ
り
」
も
陳
述
の
機

能
し
か
も
た
な
い
。
類
例
→
「
…
と
い
へ
ば
」
六
三
五

　

⑶
の
一
首
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
佐

伯
梅
友
校
注
／
岩
波
書
店
・
昭
和
三
十
三
〈
一
九
五
八
〉
年
）
に
、
そ
の

一
首
だ
け
校
注
が
欠
落
し
て
い
て
、
そ
の
「
待
つ
と
せ
し
間
に
」
を
ど
う

解
し
た
ら
よ
い
か
、長
く
悩
ま
せ
ら
れ
た
遠
い
昔
が
あ
っ
た
。『
伊
勢
物
語
』

第
八
十
四
段
の「
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
、
」が「
ま
う
で
む
と
し
け
れ
ど
、
」

と
同
じ
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
覚
え
て
も
い
た
か
ら
で

あ
る
。
動
詞
終
止
形
を
受
け
た
「
と
す
」
と
し
て
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
稿
を
改

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

⑷�

…
伊
勢
の
海
の　

浦
の
塩し
ほ

貝が
ひ　

拾
ひ
あ
つ
め　

と
れ
り
と
す
れ
ど
…

（
一
〇
〇
二
）

　
　

旧
―�

と
っ
た
の
だ
け
れ
ど
。「
す
る
」
は
こ
こ
で
は
指
定
の
助
動
詞

と
同
意
味
。

　
　

新
―�

と
っ
た
の
だ
け
れ
ど
。
こ
こ
の
「
す
れ
」
は
、
語
法
上
は
陳
述

的
機
能
を
も
つ
の
み
。

　

旧
注
が
消
え
た
の
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
は
、

「
と
」
が
指
定
の
助
動
詞
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
と
す
れ
」
で
、
一
語
の
指
定
の
助
動
詞
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

小
稿
第
六
節
に
お
い
て
、
そ
の
「
と
」
に
絞
っ
て
述
べ
る
こ
と
を
予
告
し
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　「…とす」「…といふ」「…と思ふ」の陳述の機能

て
お
く
。

　

⑸�

夏
の
夜
の
臥ふ

す
か
と
す
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
ひ
と
こ
ゑ
に
明あ

く
る

し
の
の
め
（
一
五
六
）

　
　

旧
・
新
―
「
す
れ
ば
」
は
「
思
へ
ば
」
と
同
じ
。

　

右
の
用
例
も
、「
臥
す
か
」
に
「
と
す
れ
ば
」
が
付
い
て
、
指
定
表
現

と
な
っ
て
い
る
。
約
音
化
し
て
「
む
ず
」
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
も
そ

も
、
そ
の
「
…
む
と
す
」
の
用
例
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、「
む
と
す
」
で

連
語
化
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
と
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の

「
む
と
す
」
も
、「
…
む
」
に
「
と
す
」
が
付
い
て
、
指
定
表
現
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
歌
に
見
る
「
…
む
と
す
」
と
し
て
は
、

「
も
」
を
介
在
さ
せ
た
次
の
一
用
例
を
見
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

⑹�

忘
れ
な
む
我わ
れ

を
う
ら
む
な
郭ほ
と
と
ぎ
す公

人
の
秋
に
は
あ
は
む
と
も
せ
ず

（
七
一
九
）　　
　

　

こ
こ
で
、
各
傍
線
部
の
訳
出
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
⑴
〈
隠
れ
る

の
だ
が
〉、
⑵
〈
逢
い
は
す
る
の
だ
が
〉、
⑶
〈
待
っ
て
い
た
う
ち
に
〉、

⑸
〈
臥
す
か
と
思
う
と
→
臥
す
か
と
思
っ
た
と
こ
ろ
→
臥
す
か
（
と
い
う

情
況
）
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
〉、
⑹
〈
逢
う
だ
ろ
う
と
も
し
な
い
→
逢
う
だ

ろ
う
（
と
い
う
情
況
）
で
も
な
い
〉
で
あ
る
。
現
代
日
本
語
と
し
て
は
、

言
い
換
え
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
古
典
語
の
そ
の
表
現
は
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
さ
ら
に
添
え

る
と
、
そ
れ
ら
は
現
代
語
訳
で
は
な
く
、
そ
の
は
た
ら
き
を
捉
え
て
読
み

と
っ
て
み
た
訳
出
で
あ
る
。

　
　
　

四
、「
…
と
い
ふ
」
に
見
ら
れ
る
陳
述
の
機
能

　

⑺�

秋
の
夜よ

も
名
の
み
な
り
け
り
逢あ

ふ
と
い
へ
ば
こ
と
ぞ
と
も
な
く
明あ

け

ぬ
る
も
の
を
（
六
三
五
）

　
　

旧
・
新
―�

思
う
人
と
逢
っ
て
い
る
時
に
は
。「
い
へ
ば
」
の
「
い
ふ
」

に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
く
、
補
助
動
詞
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
（
時
枝
誠
記
）。

　

時
枝
の
い
う
と
こ
ろ
を
紹
介
す
る
の
に
、「
補
助
動
詞
の
よ
う
な
…
」

は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
時
枝
は
、
橋
本
進
吉
の
著
作
か
ら
意
識
し
て
引

く
と
こ
ろ
以
外
で
は
、「
補
助
動
詞
」
と
い
う
術
語
を
用
い
る
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
山
田
と
断
っ
た
う
え
で
、「
形
式
動
詞
」
と
か
「
形

式
用
言
」�
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。「
と
い
ふ
」
の
「
い
ふ
」
に

つ
い
て
も
、
詞
辞
連
続
と
見
て
の
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
辞
と
し
て
の
「
い
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ふ
」
で
あ
る
、
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

⑻�

老
い
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
れ
の
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ
見
ま
く
ほ
し

き
君
か
な
（
九
〇
〇
）

　
　

旧
・
新
―
あ
る
の
だ
か
ら
。「
い
へ
ば
」
→
六
三
五
。

　

右
の
訳
は
、
そ
の
読
解
の
姿
勢
が
適
切
に
読
み
と
れ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

　

⑼�

住
吉
と
海あ

ま人
は
告つ

ぐ
と
も
長な
が

居ゐ

す
な
人
忘
れ
草
生お

ふ
と
い
ふ
な
り

（
九
一
七
）

　
　

旧
・
新
―�

「
い
ふ
」
の
上
に
「
人
は
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
も
解

せ
る
が
、
陳
述
の
機
能
の
「
あ
り
」
に
近
い
と
も
解
せ
る
。

→
六
三
五
。「
な
り
」
は
伝
聞
。

　

⑽�

う
れ
し
き
を
何
に
つ
つ
ま
む
唐か
ら

衣こ
ろ
も

袂た
も
と

ゆ
た
か
に
裁た

て
と
い
は
ま
し

を
（
八
六
五
）

　
　

旧
―�

裁
っ
て
作
れ
と
い
う
の
だ
っ
た
が
な
あ
。「
言
ふ
」
は
陳
述
の

機
能
だ
け
を
も
つ
も
の
と
も
解
せ
る
。
→
六
三
五
。「
ま
し
」

は
反
実
仮
想
。

　
　

新
―�

裁
っ
て
作
れ
と
言
う
の
だ
っ
た
が
な
あ
。「
い
ふ
」
は
陳
述
の

機
能
だ
け
を
も
つ
も
の
と
も
解
せ
る
。
→
六
三
五
。「
ま
し
」

は
反
実
仮
想
。

　

旧
注
と
新
注
と
の
異
同
は
、「
い
う
の
だ
っ
た
が
な
あ
。」
と
「
い
」
が

「
言
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、「「
言
ふ
」
は
」
の
「
言
」
が
「
い
」

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
で
あ
る
。和
歌
そ
の
も
の
の
表
記
も
、「
包つ
つ

ま
む
」

の
「
包つ
つ

」
が
仮
名
に
開
か
れ
、「
た
て
」
の
「
た
」
が
「
裁
」
と
な
り
、「
言

は
ま
し
を
」
の
「
言
」
が
「
い
」
と
な
っ
て
い
る
。「
…
と
言
は
ま
し
を
」

の
「
と
い
ふ
」
を
陳
述
の
機
能
を
も
つ
も
の
と
見
て
、
表
記
の
修
正
を
し

よ
う
と
し
た
結
果
の
混
乱
で
あ
っ
た
と
見
て
お
き
た
い
。「
と
」
が
命
令

形
を
受
け
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
認
識
し
て
お
き
た
い
。

　

⑾�

秋
と
い
へ
ば
よ
そ
に
ぞ
聞
き
し
あ
だ
人
の
我わ
れ

を
ふ
る
せ
る
名
に
こ
そ

あ
り
け
れ
（
八
二
四
）

　
　

旧
―
秋
と
い
う
も
の
を
。「
と
い
へ
ば
」
→
六
三
五
。

　
　

新
―
「
秋
と
は
」
に
ほ
と
ん
ど
同
じ
。「
と
い
へ
は
」
→
六
三
五
。

　
「
…
と
い
へ
ば
」
が
、
動
詞
終
止
形
だ
け
で
な
く
、
⑽
に
お
い
て
命
令

形
に
も
、
そ
し
て
、
こ
の
⑾
に
お
い
て
は
名
詞
に
も
付
く
用
例
を
見
る
こ

と
に
な
っ
た
。
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　「…とす」「…といふ」「…と思ふ」の陳述の機能
　

⑿�

お
も
ふ
ど
ち
春
の
山や
ま

辺べ

に
う
ち
む
れ
て
そ
こ
と
も
い
は
ぬ
旅た
び

寝ね

し
て

し
が
（
一
二
六
）

　
　

旧
―�

ど
こ
と
い
う
あ
て
も
な
し
に
。
下
に
打
消
の
あ
る
場
合
の
「
そ

こ
」
は
「
ど
こ
」
と
訳
す
。「
い
は
ぬ
」
は
「
旅
寝
」
に
続
く

連
体
修
飾
語
で
あ
る
が
、
現
代
の
語
法
な
ら
「
い
は
ず
」
と
あ

る
ほ
う
が
普
通
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
の
「
い
ふ
」
は
助
動
詞

的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
（
時
枝
誠
記
）。
類
例
→
六
三
五
。

　
　

新
―�

ど
こ
と
い
う
あ
て
も
な
し
に
。下
に
打
消
し
の
あ
る
場
合
の「
そ

こ
」
は
「
ど
こ
」
と
訳
す
。「
い
ふ
」
は
こ
こ
で
は
助
動
詞
的

に
用
い
ら
れ
た
も
の
（
時
枝
誠
記
）。
→
六
三
五
。

　

旧
注
の
不
適
切
な
部
分
を
新
注
が
取
り
除
い
た
の
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と

し
て
、
そ
の
「
と
い
ふ
」
が
助
動
詞
に
相
当
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の

諸
用
例
か
ら
も
推
測
で
き
よ
う
。
た
だ
、
校
注
者
は
、
そ
の
「
い
ふ
」
に

つ
い
て
だ
け
い
っ
て
い
て
、で
は
、「
と
」は
ど
う
か
と
い
う
と
、そ
の「
と
」

に
つ
い
て
は
触
れ
て
く
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
時
枝
自
身
が
、
そ
の
説
明
に
不
備
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
日

本
文
法
文
語
編
』
第
二
章�

語
論　

二�

辞
（
一
）
助
動
詞�

イ�

指
定
の
助

動
詞
「
す
附
い
ふ
」
に
は
、
小
稿
の
用
例
⑺
（
六
三
五
）
を
引
い
て
、
そ

の
「
い
へ
」
に
つ
い
て
だ
け
該
当
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
校

注
者
も
、
そ
の
用
例
に
つ
い
て
は
、「
い
へ
ば
」
の
「
い
ふ
」
に
つ
い
て

だ
け
注
目
さ
せ
て
い
る
、
と
も
い
え
よ
う
。
校
注
者
は
、
九
〇
〇
・

九
一
七
・
八
六
五
・
一
二
六
番
歌
な
ど
で
も
、
同
じ
く
「
い
ふ
」
に
つ
い
て

注
目
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
小
稿
の
用
例
⑾
（
八
二
四
番
歌
）
に
お
い
て

は
、「
と
い
へ
ば
」
に
注
目
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
本
節
の
各
傍
線
部
に
つ
い
て
も
、
訳
出
を
試
み
る
。
⑺
〈
逢
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
〉、
⑻
〈
あ
る
の
だ
か
ら
〉、
⑼
〈
生
え
て
い
る
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
〉、
⑽
〈（
あ
ら
か
じ
め
与
え
て
お
く
指
示
が
）
裁
っ
て

作
れ
で
あ
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
〉、
⑾
〈
秋
で
あ
る
の
で
〉、
⑿
〈
ど
こ

（
と
い
う
場
所
）
で
も
な
い
〉
で
あ
る
。
な
お
、
六
八
〇
番
歌
の
「
君
と

い
へ
ば
」
に
も
、
本
節
の
該
当
用
例
と
し
て
、
そ
の
旨
の
施
注
が
あ
る
。

ま
た
、
六
七
六
番
歌
の
「
知
る
と
い
へ
ば
」
に
つ
い
て
は
、
施
注
が
な
い

が
、
や
は
り
、
本
節
の
該
当
用
例
で
あ
る
。

　
　
　

五
、「
…
と
思
ふ
」
に
見
ら
れ
る
陳
述
の
機
能

　

⒀�
惜
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に
春は
る

霞が
す
み

帰
る
道
に
し
立
ち
ぬ
と
思
へ

ば
（
一
三
〇
）�

　
　

旧
―�

こ
の
場
合
の
「
…
思
ふ
」
は
、
動
詞
と
し
て
の
意
味
が
き
わ
め
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て
薄
く
、陳
述
的
機
能
だ
け
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
説（
宣
長
・

橘
純
一
）
も
あ
る
が
、「
惜
し
む
」「
寂
し
」
の
よ
う
な
主
観
的

な
語
が
上
に
あ
る
場
合
に
は
、「
思
ふ
」
は
や
は
り
具
体
的
な

概
念
を
表
わマ
マ

す
動
詞
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

新
―�

こ
の
場
合
の
「
…
思
ふ
」
は
動
詞
と
し
て
の
意
味
が
薄
く
、
陳

述
的
機
能
だ
け
を
も
つ
と
す
る
説（
宣
長･

橘
純
一
）も
あ
る
が
、

「
惜
し
む
」
の
よ
う
な
主
観
的
な
語
が
上
に
あ
る
の
で
、「
思
ふ
」

は
や
は
り
具
体
的
な
概
念
を
表
す
動
詞
と
し
て
の
機
能
を
も
つ

と
考
え
ら
れ
る
。

　

旧
注
と
新
注
と
の
僅
か
な
異
同
を
取
り
上
げ
る
ま
え
に
、
校
注
者
の
こ

の
部
分
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
姿
勢
を
捉
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。
校
注
者
は
、
こ
の
「
…
と
思
へ
ば
」
に
つ
い
て
は
、
陳
述
の
機

能
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
概
念
を
も
つ
「
…
と
思
へ
ば
」
で

あ
ろ
う
、
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
…
と
思
へ
ば
」
は
、

詠
み
人
・
在
原
元
方
が
「
春
は
い
く
ら
惜
し
ん
で
も
と
ど
ま
ら
な
い
も
の

だ
よ
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
私
（
＝
元
方
）
が
そ
う
思
っ
て
い
る
の
で
、

と
解
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
本
居
宣
長
は
、『
古
今
集
遠
鏡
』（
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
／

筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
三
巻
六
一
ペ
ー
ジ
）
に
お
い
て
、「
結

局
は
、
た
だ
た
ち
ぬ
れ
ば
と
い
ふ
意
に
て
、
思
に
は
意
な
し
、
す
べ
て
思

又
い
ふ
と
い
ふ
詞
を
、
そ
へ
て
い
ふ
例
つ
ね
に
多
し
、
春
の
思
ふ
と
見
た

る
説
は
、
わ
ろ
し
、」
と
い
っ
て
い
る
し
、
橘
純
一
は
、
そ
れ
を
受
け
て
、

瑞
穂
書
院
「
国
語
解
釈
」（
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
）
六
月
号
の
「
古

今
集
五
註
拾
遺
」（
二
七
ペ
ー
ジ
）
に
お
い
て
、「
諸
注
、
此
の
語
に
つ
い

て
の
註
は
な
い
。
さ
す
が
に
宣
長
先
生
は
よ
い
処
へ
心
づ
い
た
も
の
で
あ

る
。
た
し
か
に
、「
…
と
す
」「
…
と
い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」
な
ど
は
、
動

作
的
意
義
を
失
っ
て
、
陳
述
の
形
を
整
へ
る
為
の
形
式
語
と
し
て
用
ゐ
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
。」
と
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

旧
注
と
新
注
と
の
僅
か
な
違
い
は
、
橘
が
、
そ
う
見
て
よ
い
の
は
「
…

ぬ
と
思
へ
ば
」
で
あ
っ
て
、「
…
じ
と
思
へ
ば
」「
…
む
と
思
へ
ば
」
の
「
思

ふ
」
に
は
、
実
質
的
意
味
が
あ
る
、
と
も
い
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
校
注
者
は
、
心
情
表
現
を
引
い
た
「
と
思
へ
ば
」
は
、
具
体
的
な

概
念
を
表
す
も
の
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
一
首
に
関

係
し
な
い
「
寂
し
」
云
々
に
つ
い
て
は
、
新
注
と
し
て
削
る
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
一
首
は
、
主
観
的
な
心
情
語
「
惜
し
む
」
が
用
い

ら
れ
て
い
て
も
、「
…
ぬ
と
思
へ
ば
」
と
も
な
っ
て
い
て
、
そ
の
「
…
と

思
へ
ば
」
は
、
校
注
者
を
悩
ま
せ
た
施
注
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
の
「
…
ぬ
と
思
へ
ば
」
は
、
右
の
ほ
か
、
三
一
五
番
歌
・
三
四
二
番

歌
・
八
二
二
番
歌
に
現
れ
る
。
ど
れ
ほ
ど
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
か
、「
…
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む
と
思
へ
ば
」
は
、
七
一
五
番
歌
・
三
五
六
番
歌
・
六
六
六
番
歌
・

一
〇
〇
一
番
歌
に
現
れ
る
。「
…
じ
と
思
へ
ば
」
は
、
九
七
八
番
歌
・

一
三
三
番
歌･

七
八
〇
番
歌
・
八
八
〇
番
歌
・
一
〇
三
二
番
歌
に
現
れ
る
。

そ
の
う
ち
、
類
例
と
し
て
の
一
三
〇
番
歌
を
見
よ
（
→
）
指
示
し
て
い
る

各
一
首
を
引
い
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

⒁�

蟬せ
み

の
声
き
け
ば
か
な
し
な
夏な
つ

衣こ
ろ
も

う
す
く
や
人
の
な
ら
む
と
思
へ
ば

（
七
一
五
）

　

⒂�

君
が
思
ひ
雪
と
積
も
ら
ば
頼
ま
れ
ず
春
よ
り
の
ち
は
あ
ら
じ
と
思
へ

ば
（
九
七
八
）

　

こ
の
「
…
と
思
ふ
」
関
連
歌
の
う
ち
、
校
注
者
が
は
っ
き
り
「
陳
述
の

機
能
」
を
認
め
て
い
る
の
は
、
既
に
小
稿
第
二
節
に
引
い
た
、
次
の
一
用

例
で
あ
る
。

　

⒃�

陸み
ち
の
く奥

の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰た
れ

ゆ
ゑ
に
乱
れ
む
と
思
ふ
我わ
れ

な
ら
な
く
に

（
七
二
四
）

　

既
に
、
そ
の
注
も
引
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
い
う
「
思
ふ
」
は
、
そ
の

「
思
ふ
」
に
主
観
的
な
感
情
や
意
識
を
も
つ
精
神
作
用
の
は
た
ら
き
が
認

め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
⒁
「
…
む
と
思

へ
ば
」、
⒂
「
…
じ
と
思
へ
ば
」
の
「
む
」「
じ
」
が
、
意
志
や
打
消
意
志

で
な
く
、
推
量
や
打
消
推
量
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
ろ
う
。さ
ら
に
、そ
れ
ら
の「
思
ふ
」を「
す
る（
終
止
形「
す
」）」

に
言
い
換
え
た
と
き
、
意
志
や
打
消
意
志
の
表
現
で
は
な
い
「
…
む
と
す

れ
ば
」「
…
じ
と
す
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
違

和
感
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
吾
人
が
長
き
に
わ
た
っ
て
、

意
志
の
表
現
と
し
て
の
「
…
む
と
す
」
を
一
単
語
相
当
の
連
語
と
し
て
感

じ
つ
づ
け
て
き
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
「
…
と
思
ふ
」
は
、
さ
ら
に
他
の
形
式
と
し
て
、「
…
と
ぞ
思
ふ
」「
…

と
こ
そ
思
へ
」「
…
と
や
は
思
ひ
し
―
実
際
の
用
例
は
、
音
数
律
の
関
係

で
「
や
は
」
は
、
前
句
に
重
ね
て
い
る
―
」「
思
ひ
き
や
…
と
は
」
な
ど

が
見
ら
れ
、
実
に
多
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
主
観
的
な
感
情

を
表
す
形
容
詞
が
引
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、「
す
」
に
言
い
換
え

る
こ
と
に
い
さ
さ
か
躊
躇
す
る
用
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

○�
秋あ
き

萩は
ぎ

の
花
を
ば
雨
に
濡ぬ

ら
せ
ど
も
君
を
ば
ま
し
て
〈
を
し
〉
と
こ
そ

思
へ
（
三
九
七
）

　

○�

石い
そ
の

上か
み

布ふ

留る

の
中な
か

道み
ち

な
か
な
か
に
見
ず
は
〈
恋こ

ひ

し
〉
と
思
は
ま
し
や

は
（
六
七
九
）
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六
、「
…
と
見
る
」
に
も
見
ら
れ
た
陳
述
の
機
能

　

吾
人
は
、
現
代
語
の
一
般
的
表
記
に
お
い
て
も
、「
言
う
」
と
「
い
う
」

と
を
、
そ
れ
と
な
く
使
い
分
け
て
い
る
。
形
式
動
詞
と
い
う
術
語
を
認
識

し
て
い
な
く
て
も
、「
す
る
」
と
表
記
し
て
、
国
語
辞
典
も
、「
為
る
」
に

つ
い
て
は
、
常
用
漢
字
表
に
そ
の
訓
が
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ

こ
で
、第
五
節
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、古
典
語
に
お
い
て
は
、「
思
ふ
」

と
「
お
も
ふ
」
の
書
き
分
け
も
必
要
か
と
思
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
再

び
現
代
語
の
表
記
と
し
て
、「
見
る
」
と
「
み
る
」
と
の
問
題
が
浮
上
し

て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
補
助
動
詞
と
し
て
の
「
見
て
み
る
」
の
「
み
る
」
が

そ
の
一
用
法
で
あ
る
。そ
し
て
、そ
れ
以
外
に
も
、「
見
る
」を
避
け
る「
納

得
し
た
と
み
ら
れ
る
」「
敗
因
と
み
て
い
る
」
な
ど
の
「
み
」
や
、「
痛
い

め
を
み
る
」「
ば
か
を
み
る
」
な
ど
の
「
み
る
」
が
あ
る
。
次
の
用
例
と

注
と
を
見
て
、
そ
う
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　

⒄�

散
ら
ね
ど
も
か
ね
て
ぞ
惜
し
き
も
み
ぢ
葉
は
今
は
限
り
の
色
と
見
つ

れ
ば
（
二
六
四
）

　
　

旧
―�

今
が
最
後
の
色
だ
と
思
っ
て
見
る
か
ら
。「
限
り
の
色
」
に
は

他
の
解
釈
も
あ
る
が
、
景
樹
は
「
梢
の
か
れ
哀
ふ
る
限
り
の
色
」

と
す
る
。「
今
年
の
紅
葉
は
こ
れ
で
お
し
ま
い
」
の
意
で
あ
る
。

「
見
つ
れ
ば
」
は
陳
述
的
機
能
だ
け
を
も
つ
と
み
ら
れ
る
が
、

上
に
「
惜
し
」
の
よ
う
な
語
が
あ
る
場
合
の
「
思
へ
ば
」（
→

一
三
〇
）
と
同
様
で
あ
る
。

　
　

新
―�

（
略
）「
見
つ
れ
ば
」は
陳
述
的
機
能
だ
け
を
も
つ
と
も
み
ら
れ

る
が
、
こ
の
歌
で
は
「
思
へ
ば
」（
→
一
三
〇
）
に
近
い
。

　

旧
注
と
ま
っ
た
く
同
じ
記
事
に
つ
い
て
は
、
右
の
新
注
に
は
、
筆
者
が

（
略
）
と
し
た
。
こ
こ
で
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
、
旧
注
に
見
ら
れ
た
「
上

に
「
惜
し
」
の
よ
う
な
語
が
あ
る
場
合
の
…
」
部
分
が
削
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
用
例
⒀
（
一
三
〇
番
歌
）
の
旧
注
と

新
注
と
の
関
連
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
は
、
そ
の
点
に
つ

い
て
の
校
注
者
の
迷
い
が
見
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。そ
う
で
は
あ
る
が
、

と
に
か
く
、
こ
の
「
…
と
見
つ
れ
ば
」
に
つ
い
て
、「
…
と
思
へ
ば
」
と

同
じ
よ
う
に
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
…
と
見
る
」
に
も
、「
…
と
み
る
」
と
表
記
し
て
読
解
し
た
い
用
法
の

用
例
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
用
例
は
、
目
で
見
る
だ
け
に
、

悩
ま
せ
ら
れ
よ
う
が
、「
…
と
こ
そ
見
れ
」
は
、「
…
と
こ
そ
み
れ
」
で
、

〈
…
と
感
じ
ら
れ
る
よ
〉〈
…
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
よ
〉
な
の
で

あ
る
。
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○�

白し
ら

雪ゆ
き

の
所
も
わ
か
ず
降
り
し
け
ば
い
な
ほ
に
も
咲
く
花
と
こ
そ
見
れ

（
三
二
四
）

　
　

旧
―�

第
五
句
は「
花
か
と
ぞ
見
る
」と
あ
る
本
も
あ
り
本
集
に
は「
…

か
と
ぞ
見
る
」
の
類
句
の
ほ
う
が
多
い
が
（
→
三
〇
一
・

三
二
六
・
九
一
九
）、「
…
と
こ
そ
見
れ
」
と
い
う
用
例
も
あ
る
。

→
二
七
八
。

　
　

新
―
花
な
の
か
と
思
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
よ
。

　

旧
注
を
全
面
的
に
削
っ
て
し
ま
っ
た
事
情
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ

こ
に
陳
述
の
機
能
を
認
め
る
な
ら
、「
…
と
こ
そ
見
れ
」
は
、〈
…
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
〉
ぐ
ら
い
ま
で
読
み
と
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。
い
っ
そ

う
類
例
の
多
い
「
…
か
と
ぞ
見
る
」
は
、
そ
の
「
か
」
に
よ
っ
て
、
目
で

見
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
見
る
」
は
「
み
る
」
で
、〈
感
じ
と
る
〉
意

で
あ
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

○�

葦あ
し

鶴た
づ

の
立
て
る
川か
は

辺べ

を
吹
く
風
に
寄
せ
て
か
へ
ら
ぬ
波
か
と
ぞ
見
る

（
九
一
九
）

　
　

旧
―�

波
と
見
ま
が
い
そ
う
で
す
。「
か
と
ぞ
見
る
」
と
い
う
表
現
は

撰
者
時
代
の
初
期
の
歌
に
比
較
的
多
い
。
→
三
〇
一
・
三
二
六
。

　
　

新
―�

白
波
か
と
見
て
し
ま
い
ま
す
。
じ
っ
と
動
か
ぬ
白
い
鶴
を
返
ら

ぬ
波
に
見
立
て
た
。（
略
）

　

新
注
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
…
か
と
ぞ
見
る
」
を
見
立
て
の
表
現
形
式

の
一
つ
と
も
見
て
い
る
。

　

知
覚
動
詞
と
い
っ
て
よ
い
「
知
る
」「
聞
く
」
も
、「
…
と
思
ふ
」「
…

と
見
る
」同
様
に
、「
と
」に
よ
っ
て
引
用
し
て
認
識
す
る
点
で
共
通
す
る
。

　

○�

身
は
捨
て
つ
心
を
だ
に
も
は
ふ
ら
さ
じ
つ
ひ
に
は
い
か
が
な
る
と
知

る
べ
く
（
一
〇
六
四
）

　

○�

君
を
思
ひ
お
き
つ
の
浜
に
鳴
く
鶴た
づ

の
た
づ
ね
く
れ
ば
ぞ
あ
り
と
だ
に

聞
く
（
九
一
四
）

　
　
　

七
、�

指
定
の
助
動
詞
と
さ
れ
る「
と
」と
、そ
れ
に
続
く「
す
」

と
「
い
ふ
」
と
な
ど

　

時
枝
は
、
連
用
形
だ
け
の
指
定
の
助
動
詞
と
し
て
、「
の
」「
に
」「
と
」

を
認
め
て
い
る
。『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
に
お
い
て
も
、『
日

本
文
法
文
語
編
』
に
お
い
て
も
、
豊
富
な
用
例
を
引
い
て
く
れ
て
あ
る
。

た
だ
、
語
形
の
う
え
か
ら
の
特
徴
や
共
通
点
へ
の
配
慮
は
必
ず
し
も
な
さ
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れ
て
い
な
く
て
、
時
代
も
、
上
代
と
中
古
と
が
混
在
し
て
い
て
、
そ
の
理

解
は
容
易
で
は
な
い
。正
直
な
と
こ
ろ
、『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』

の
単
元
二
一
の
助
動
詞
「
と
」
の
用
法
は
、
長
く
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
「
の
」「
に
」「
と
」
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
の

指
定
の
助
動
詞
「
だ
」
の
連
用
形
「
で
」
に
言
い
換
え
ら
れ
る
か
ど
う
か

試
み
て
、
と
に
か
く
、
そ
の
判
断
に
従
お
う
と
努
め
た
日
が
あ
っ
た
ほ
ど

で
あ
る
。

　

そ
の
「
と
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
用
例
の
う
ち
、
補
助
動
詞
「
‐
給

ふ
」の
終
止
形
に
付
い
て
い
る
用
例
が
、「
…
と
す
」「
…
と
い
ふ
」の「
と
」

の
上
に
見
た
動
詞
終
止
形
と
重
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
用
例
に
注
目
し

て
み
た
。『
日
本
文
法
文
語
編
』
第
二
章　

語
論　

二　

辞
の
イ
指
定
の

助
動
詞
「
と
」
の
一
〇
七
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

○�

母
屋
の
几
帳
の
か
た
び
ら
引
き
あ
げ
て
、
い
と
や
を
ら
入
り
給
ふ
と

す
れ
ど
、
皆
し
づ
ま
れ
る
夜
の
、
御
衣
の
け
は
ひ
や
は
ら
か
な
る
し

も
、
い
と
し
る
か
り
け
りマ
マ

（
源
氏･

空
蝉
）

　

右
に
続
く
解
説
を
読
ん
で
驚
い
た
の
で
あ
る
。
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、

そ
の
「
す
れ
（
終
止
形
「
す
」）」
も
指
定
の
助
動
詞
と
い
う
よ
う
に
、
時

枝
の
書
物
で
学
ん
で
い
た
は
ず
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に

は
、「
右
は
、「
と
し
て
」
の
已
然
形
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
す
」

が「
為
」の
意
味
で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。」と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。こ
の「
す

れ
」
は
、「
為
れ
」
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
動
作
を
い
う
詞
だ
と
い
う
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

右
の
「
入
り
給
ふ
と
す
れ
ど
」
は
、
例
え
ば
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
「
…

と
す
」
の
用
例
と
し
て
の
、
小
稿
の
用
例
⑴
「
隠
る
と
す
れ
ど
」
や
用
例

⑵
「
逢
ふ
と
は
す
れ
ど
」
と
も
一
致
す
る
表
現
形
式
で
あ
る
。
そ
の
「
す

れ
（
終
止
形
「
す
」）」
に
つ
い
て
は
、
全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』

校
注
者
が
陳
述
の
機
能
を
も
つ
、
と
い
っ
て
い
た
。
何
よ
り
も
、『
古
典

解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
に
お
い
て
、
時
枝
が
指
定
の
助
動
詞
と
い
っ

て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
の
単
元
二
五�

「
す
」（
サ
行
変
格
活

用
動
詞
）
の
助
動
詞
的
用
法
に
は
、
同
じ
、
そ
の
「
母
屋
の
几
帳
の
か
た

び
ら
引
上
げ
て
、
や
が
て
入
り
給
ふ
と
す
れ
ど
（
空
蝉
一
ノ
五
八
）。」
と

あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
「
す
れ
」
に
つ
い
て
、「
指
定
の
陳
述
を
表

は
す
助
動
詞
と
同
じ
用
法
に
近
づ
く
。」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ど
ち

ら
か
が
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
解
説
で
あ
る
。

　

刊
行
年
か
ら
い
え
ば
、
新
し
い
の
は
『
日
本
文
法
文
語
編
』
で
あ
る
が
、

筆
者
の
理
解
と
し
て
は
、『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
に
従
い
た

い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
「
と
」
は
、「
す
」
を
伴
っ
て
い
て
も
、「
あ
り
」
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を
伴
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
、「
と
あ
り
」
が
「
た
り
」
に
な
る
こ
と
な

ど
か
ら
考
え
て
、「
と
す
」
で
、
指
定
の
表
現
を
構
成
し
て
い
る
と
見
よ

う
と
し
て
い
た
も
の
と
理
解
し
た
い
と
思
う
。

　

さ
て
、「
…
と
い
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
小
稿
第
四
節
に
お
い
て
触

れ
て
き
て
い
る
が
、『
日
本
文
法
文
語
編
』
第
二
章　

語
論　

二�

辞
の
イ�

指
定
の
助
動
詞
の
「
す
附
い
ふ
」
の
一
二
七
ペ
ー
ジ
に
、
そ
の
詳
細
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
も
、「
い
ふ
」
に
つ
い
て
だ
け
指
定

の
助
動
詞
と
い
っ
て
い
る
が
、こ
こ
も
、そ
の
用
例
は
、「
と
」に
続
く「
い

ふ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
も
、
そ
の
「
い
ふ
」
が
、「
あ
り
」
に
も
「
す
」

に
も
相
当
し
、「
と
い
ふ
」で
、指
定
の
表
現
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の「
と
す
」「
と
い
ふ
」に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、「
と
お
も
ふ
」「
と

み
る
」
な
ど
に
も
及
ぼ
し
て
理
解
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
時
枝
の
著
作

に
は
、
そ
こ
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
著
作
も
あ
る
が
、
そ
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
い
た
い
。
全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』

校
注
者
は
、
そ
の
施
注
に
お
い
て
、
ペ
ー
ジ
数
の
進
行
に
伴
っ
て
、「
…

い
へ
ば
」
か
ら
「
…
と
い
へ
ば
」
へ
、「
…
思
へ
ば
」
か
ら
「
…
と
思
へ
ば
」

へ
と
移
っ
て
い
る
。
校
注
者
の
認
識
の
推
移
が
、
期
せ
ず
し
て
読
み
と
れ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　

八
、�「
…
と
す
」
の
起
源
と
「
…
と
お
も
ふ
」
と
訓
ま
れ
る

「
為
」
字

　

時
枝
が
指
定
の
助
動
詞
と
す
る
「
と
」
の
多
く
は
、
学
校
文
法
な
ど
、

現
行
一
般
の
理
解
で
は
、
格
助
詞
の
「
と
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

殊
に
小
稿
に
お
い
て
注
目
し
た
、
指
定
の
表
現
を
構
成
す
る
「
…
と
す
」

の
「
と
」
は
、
引
用
の
格
助
詞
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
活
用
語
の
終

止
形
、と
り
わ
け
て
動
詞
の
終
止
形
を
引
い
て
受
け
る
傾
向
に
つ
い
て
は
、

「
…
賢さ
か

し
女め

を
あ
り
9

9

と
聞
か
し
て
…
」（
古
事
記･

上
巻
・
／
歌
謡
２
）／「
思

は
ぬ
を
思
ふ
9

9

と
い
は
ば
…
」（
万
葉
集
４
・
五
六
一
）
な
ど
か
ら
、
十
分
に

感
じ
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
万
葉
歌
に
、「
と
」
が
動
詞
「
す
」

を
伴
う
用
例
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「『
万
葉
集
』
歌
の
動

詞
「
す
」
に
つ
い
て
―
十
五
の
観
察
視
点
―
」〈「
國
學
院
大
学
栃
木
短
期

大
学
紀
要
」
第
五
十
号
・
平
成
二
十
八
年
三
月
〉
に
お
い
て
確
認
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
の
「
と
」
が
「
す
」
を
伴
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
漢
文
訓
読
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
漠
然
と
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

大
方
の
共
通
認
識
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
山
田
孝
雄
『
漢
文
訓
読
に

よ
り
て
伝
へ
ら
れ
た
る
語
法
』（
宝
文
館
・
昭
和
十
〈
一
九
三
五
〉
年
）
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／
遠
藤
嘉
基
『
訓
点
資
料
と
訓
点
語
の
研
究
』（
中
央
図
書
出
版
社
・
昭

和
二
十
八
〈
一
九
五
三
〉
年
）／
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に

つ
き
て
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
六
三
〈
昭
和
三
十
八
〉
年
）

な
ど
の
各
索
引
に
、
そ
の
立
項
が
な
く
、
そ
の
起
源
は
ど
こ
に
求
め
た
ら

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
極
め
て
素
朴
な
確
認
だ
が
、
そ
し
て
、
そ

れ
は
、
現
代
人
の
訓
読
で
は
あ
る
の
だ
が
、
例
え
ば
『
古
事
記
』
訓
読
文

に
は
、「
…
と
す
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

○�

此
の
天す
め
ら

皇み
こ
と

の
御み

世よ

に
大お
ほ

后き
さ
き

石い
は

之の

日ひ

売め

の
御み

名な

代し
ろ

と
為し

て
、
葛か
づ
ら

城き

部べ

を
定
め
、
太お
ほ
み

子こ

伊い

耶ざ

本ほ

和わ

気け
の

命み
こ
と

の
御
名
代
と
為
て
、
壬み

生ぶ

部べ

を

定
め
、
亦ま
た

、
水み
づ

歯は

別わ
け
の

命み
こ
と

の
御み

名な

代し
ろ

と
為
て
、
蝮た
ぢ
ひ

部べ

を
定
め
、
亦
、

大お
ほ

日く
さ

下か
の

命み
こ
と

の
御
名
代
と
為
て
、
大お
ほ

日く
さ

下か

部べ

を
定
め
、
若わ
か

日く
さ

下か

部べ
の

王み
こ

の
御
名
代
と
為
て
、
若わ
か

日く
さ

下か

部べ

を
定
め
き
。（
下
巻
・
仁
徳
天
皇
）

　

原
漢
文
に
は
「
為
二
大
后
石
之
日
売
命
之
御
名
代
一
、」
と
あ
っ
て
「
為す
二

─
─
一
。」
と
い
う
文
型
で
あ
る
。
指
定
の
表
現
と
い
っ
て
よ
い
表
現
で
、

そ
こ
に
「
と
」
が
必
須
で
あ
る
。
そ
の
「
と
」
は
、
活
用
語
を
も
引
く
こ

と
に
な
る
。

　

○�

是こ
こ

に
大お
ほ

御み

羹
あ
つ
も
の

を
煮に

む
と
為し

て
、
其そ

地こ

の
菘た
か

菜な

を
採と

る
時
に
、
…
。

（
同
右
）

　
「
む
と
す
」
と
訓
ま
れ
る
原
漢
文
は
、「
将
二
─
─
一
」「
為
レ
将
二
─
─�

一
」

な
ど
も
あ
る
が
、
右
の
用
例
は
「
為
二
─
─
一
」
だ
け
で
、
そ
の
本
文
は
、

「
為
レ
煮
二
大
御
羹
一
」
で
あ
る
。
そ
こ
を
、
高
木
市
之
助
・
富
山
民
蔵
『
古

事
記
総
索
引
』（
平
凡
社
・
一
九
七
四
〈
昭
和
四
十
九
〉
年
）
で
確
か
め

る
と
、
度
会
本
鼇
頭
古
事
記
は
、「
煮
ン
為
ニ
」
と
訓
ん
で
い
た
。
そ
の

よ
う
に
「
為
」
字
の
訓
み
は
多
様
だ
が
、
多
く
は
「
…
む
と
す
」
で
あ
る
。

　

○�

此こ
れ

よ
り
後の

時ち

に
、
大お
ほ

后き
さ
き、

豊と
よ
の

楽あ
か
り

せ
む
と
為し

て
、
…
。（
同
右
）

　

右
も
、「
…
む
と
す
」
で
あ
る
。
こ
こ
の
原
漢
文
は
、「
為
レ
将
二
豊
楽
一

而
、」
で
あ
る
。

　

○�

…「
…
。此
の
虫
を
看み
そ

行な
は

さ
む
と
し
て
、入い

り
坐ま

せ
ら
く
の
み
…
」…
。

（
同
右
）

　

こ
こ
の
原
漢
文
に
は
、「
為
」
字
も
「
将
」
字
も
「
為
将
」
字
も
な
い
。

「
看
二
此
虫
一
而
、」
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
も
、『
古
事
記
総
索
引
』
を
見
た

と
こ
ろ
、
藪
田
年
治
標
注
本
古
事
記
に
は
、「
ミ
ソ
ナ
ハ
ス
ト
シ
」
と
あ
っ
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『古今和歌集』歌に見る

　「…とす」「…といふ」「…と思ふ」の陳述の機能

た
の
で
あ
る
。「
動
詞
終
止
形
＋
と
す
」
で
あ
る
。
そ
の
動
詞
終
止
形
は
、

不
定
法
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
一
用
例
は
、
現

行
の
訓
読
が
「
む
と
す
」
を
採
用
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
「
む
と
す
」
は
、『
古
事
記
』
成
立
の
当
初
か
ら
、
訓
読
か
ら
生

ま
れ
た
日
本
語
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
た
。
万
葉
歌
に
は
用
例
を
見
な
い

「
む
と
す
」
が
『
古
事
記
』
歌
謡
に
「
風
吹
か
む
と
す
」（
中
巻
・
神
武
天

皇
／
）
と
詠
ま
れ
て
い
る
事
情
に
つ
い
て
は
考
察
の
必
要
が
あ
ろ
う
と
思

え
る
。
動
詞
終
止
形
を
引
い
て
受
け
る
「
と
す
」
が
中
古
和
文
や
八
代
集

に
は
存
在
す
る
こ
と
、
既
に
、
小
稿
の
第
三
節
・
第
七
節
に
お
い
て
見
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
藪
田
年
治
の
訓
読
「
み
そ
な
は
す
と
す
」

が
、ど
う
い
う
意
図
で
そ
う
訓
ま
れ
る
か
、知
り
た
い
思
い
頻
り
で
あ
る
。

　

○�

…「
一
つ
に
は
天す
め
ら

皇み
こ
と

と
為あ

り
、一
つ
に
は
兄は
ら
か
ら弟

と
為あ

る
に
、…
」…
。

（
下
巻
・
安
康
天
皇
）

　

右
用
例
に
見
る
「
と
為あ

り
」「
と
為あ

る
」
の
「
と
」
は
、
ま
さ
に
指
定

の
助
動
詞
で
、
い
ま
、
一
般
に
断
定
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
用
形
と
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
為
」
字
を
補
助
動
詞
「
あ
り
」
と
し
て
訓
ん
だ

も
の
で
、
そ
の
「
と
あ
り
」
は
、
融
合
し
て
「
た
り
」
と
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
訓
み
が
、
そ
の
ま
ま
『
古
事
記
』
成
立
当
時
の
訓
み
と
は
い
え

な
い
が
、「
為
」
字
の
指
定
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
用
例
と
い
う
こ

と
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
を
、
ま
た
、『
古
事
記
総
索
引
』
で
確
か

め
る
と
、
底
本
と
し
て
の
校
訂
古
事
記
は
、「
…
天ス
メ
ラ

皇ミ
コ
ト

ニ
為マ

シ
、
…

兄ハ
ラ
カ
ラ弟
ニ
為マ

ス
ヲ
」
と
訓
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
に
」
も
、
時
枝
に

従
え
ば
、
指
定
の
助
動
詞
で
あ
る
。
現
在
、
一
般
に
、
断
定
の
助
動
詞
「
な

り
」
の
連
用
形
と
さ
れ
る
「
に
」
で
あ
る
。
続
く
「
為マ

シ
」「
為マ

ス
」
は
、

尊
敬
の
補
助
動
詞
「
ま
す
」
で
、「
…
に
ま
す
」
は
、〈
…
デ
イ
ラ
ッ
シ
ャ

ル
〉
と
訳
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

○�

詔
の
り
た
ま

ひ
し
く
、「
刀た
ち

を
易か

へ
む
と
為お

も

ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。（
中
巻
・

景
行
天
皇
）

　

原
漢
文
「
為
レ
易
レ
刀
」
は
、
一
般
に
は
「
刀
を
易
へ
ん
と
為す

」
と
訓

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
為
」字
は
、こ
う
訓
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

「
為
」
字
の
諸
訓
の
な
か
に
は
、
他
に
も
「
お
も
ふ
」
と
訓
む
用
例
も
あ

り
え
よ
う
し
、
字
訓
と
し
て
、
例
え
ば
『
大
字
源
』（
角
川
書
店
・

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
）
の
「
為
」
字
の
古
訓
に
は
、
中
古
に
も
中
世

に
も
「
オ
モ
ヘ
リ
」
を
見
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
小
稿
と
し
て
は
、

そ
の
「
…
と
為お
も

ふ
」
は
、
全
集
・
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
の
校
注
者
が
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「
と
思
ふ
」
に
つ
い
て
「
と
す
」
や
「
と
い
ふ
」
と
通
う
と
す
る
施
注
の

理
解
を
助
け
て
く
れ
る
も
の
と
受
け
と
め
よ
う
と
思
う
。

　

本
節
は
、
小
稿
か
ら
は
切
り
離
し
て
、「
…
と
す
」
の
淵
源
を
探
る
こ

と
を
目
的
に
再
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　

後　

記

　

小
稿
は
、
第
三
節
か
ら
第
七
節
ま
で
の
五
節
が
論
題
に
相
当
す
る
論
述

内
容
で
あ
る
。
第
一
節
・
第
二
節
は
、
筆
者
の
未
熟
さ
か
ら
設
け
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
導
入
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
第
五
節
に
折
り
込

ん
だ
ほ
う
が
ご
理
解
い
た
だ
き
や
す
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
第
八
節

は
、
掲
げ
た
論
題
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
、
し
か
も
、
叙
述
が
あ
ま
り
に

も
飛
躍
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
…
と
す
」
に
つ
い
て
は
、
な
お
見
え
て

い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
に
も
多
く
、
い
ま
感
じ
て
い
る
「
…
と
す
」
の

起
源
に
こ
こ
で
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
も
は
や
筆
者
に
は
機
会
が
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
論
文
と
し
て
の
体
裁
の
整

わ
な
い
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
の
第
八
節
で
あ
る
。

　

第
七
節
に
お
い
て
触
れ
た
、『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
と
『
日

本
文
法
文
語
編
』
と
間
に
見
ら
れ
た
、「
と
す
れ
ば
」
の
「
す
れ
」
の
取

り
扱
い
の
齟
齬
に
つ
い
て
は
、
思
え
ば
、
五
十
七
、八
年
前
か
ら
悩
ん
で

い
た
こ
と
に
な
る
。
全
集
本
『
古
今
和
歌
集
』
頭
注
の
、
そ
の
陳
述
の
機

能
を
追
い
か
け
た
日
か
ら
も
四
十
年
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。い
う
な
ら
ば
、

理
解
に
時
間
を
要
す
る
鈍
重
な
国
語
科
教
師
の
質
問
集
が
小
稿
で
あ
る
。

　

確
認
の
た
め
に
参
看
し
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
末
尾
に
掲
げ
る
注
の
形

式
で
は
な
く
、本
文
の
な
か
に
す
べ
て
を
折
り
込
む
こ
と
と
し
た
。ま
た
、

『
古
今
和
歌
集
』
だ
け
で
な
く
、
引
用
し
た
本
文
す
べ
て
、
新
全
集
本
に

拠
る
こ
と
と
し
た
。体
裁
の
不
備
ま
で
加
え
て
、お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。


