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『
萬
葉
集
』
の
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
家
念
は
ざ
ら
む
」

佐
　
佐
　
木
　
隆
　

１

　
つ
ぎ
の
『
萬
葉
集
』
の
四
首
の
う
ち
、
第
一
反
歌
２
の
第
四
句
と
第
五
句
の
解
釈
に
は
諸
説
が
あ
る
。

　
　
　
　
辛
荷
嶋
を
過
ぐ
る
時
に
、
山
部
赤
人
の
作
る
歌
一
首
　
短
歌
を
并
せ
た
り

１
　
あ
ぢ
さ
は
ふ
　
妹
が
目
か
れ
て
　
し
き
た
へ
の
　
枕
も
巻
か
ず
　
桜
皮
纏
き
　
作
れ
る
舟
に
　
真
梶
貫
き
　
吾
が
榜
ぎ
来
　

れ
ば
　
淡
路
の
　
野
島
も
過
ぎ
　
い
な
み
つ
ま
　
辛
荷
の
嶋
の
　
嶋
の
際
ゆ
　
吾
家
を
見
れ
ば
　
青
山
の
　
そ
こ
と
も
見
え
　

ず
　
白
雲
も
　
千
重
に
な
り
来
ぬ
　
榜
ぎ
た
む
る
　
浦
の
尽
　
徃
き
隠
る
　
嶋
の
埼
々
　
隈
も
置
か
ず
　
憶
ひ
そ
吾
が
来
る
　

旅
の
日
長
み

〔
六
・
九
四
二

〕

　
　
　
　
反
歌
三
首
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う

に

し

も
あ
れ
や

い
へ
お
も
は
ざ
ら

む

２
　
玉
藻
苅
る
　
辛
荷
の
嶋
に
　
嶋
廻
す
る
　
水
烏
二
四
毛
有
哉
　
家
不
念
有
六
　

〔
六
・
九
四
三

〕

３
　
嶋
隠
り
　
吾
が
榜
ぎ
来
れ
ば
　
と
も
し
か
も
　
倭
へ
上
る
　
真
熊
野
の
船
　

〔
六
・
九
四
四

〕

４
　
風
吹
け
ば
　
浪
か
立
た
む
と
　
伺
候
ひ
に
　
都
太
の
細
江
に
　
浦
隠
り
居
り
　

〔
六
・
九
四
五

〕

あ
れ
や

　
第
四
句
〈
水
烏
二
四
毛
有
哉
〉
の
〈
有
哉
〉
は
、
ふ
る
く
は
「
有
れ
よ
」
の
意
の
命
令
表
現
だ
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
種
の
表
現
に
あ
ら
わ
れ
る
活
用
形
は
命
令
形
で
は
な
く
已
然
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
に
類
似
す
る
表
現
を
も
つ
他
の
例

の
仮
名
づ
か
い
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
〈
水
烏
二
四
毛
有
哉
〉
は
特
に
問
題
の
お
お
い
表
現
と
し
て
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
〈
水
烏
二
四
毛
有
哉
〉
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
似
す
る
語
構
成
を
も
つ
他
の
歌
の
表
現
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

（
　
）

す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
論
考
が
、
語
学
専
攻
者
の
そ
れ
を
中
心
に
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
た 1

。
そ
れ
ら
の
論

の
主
た
る
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
や
は
り
２
の
〈
水
烏
二
四
毛
有
哉
〉
の
句
末
の
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
、
そ
の
原

文
の
〈
有
哉
〉
を
仮
定
表
現
と
し
て
「
有
ら
ば
や
」
「
有
ら
ば
か
」
と
訓
ず
る
の
が
よ
い
と
す
る
説
、
こ
の
歌
は
反
語
「
有
れ
や
」

（
　
）

の
と
こ
ろ
で
文
が
終
止
す
る
形
式
の
も
の
だ
と
す
る
説 2

、
「
有
れ
や
」
は
肯
定
的
詠
嘆
を
あ
ら
わ
す
も
の
だ
と
す
る
説
、
そ
の
他
の

説
が
あ
る
。
ま
た
、
歌
末
の
助
動
詞
「
む
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
推
量
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
解
す
る
説
と
意
志
を
あ
ら
わ
す
も
の

と
解
す
る
説
と
が
あ
る
。
現
在
の
注
釈
で
は
、
〈
有
哉
〉
は
既
定
表
現
と
し
て
「
あ
れ
や
」
と
訓
じ
ら
れ
、
そ
れ
は
反
語
と
し
て
以

下
の
推
量
表
現
に
か
か
る
も
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
点
で
現
在
の
諸
注
の
見
解
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
と
い
う
表

現
に
対
す
る
具
体
的
な
解
釈
や
説
明
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
の
口
語
訳
も
ま
た
き
わ
め
て
多
様
な
も
の
と
な
っ
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て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
比
較
的
あ
た
ら
し
い
十
種
の
注
釈
の
、
第
四
句
・
第
五
句
に
対
応
す
る
部
分
の
口
語
訳
・

大
意
を
あ
げ
る
【
全
集
本
と
ほ
ぼ
お
な
じ
研
究
者
が
校
注
を
担
当
し
て
い
る
新
編
全
集
本
の
口
語
訳
は
、
全
集
本
の
そ
れ
と
お
な
じ

で
あ
る
か
ら
挙
示
し
な
い
】。

　『
萬
葉
集
全
註
釋
』
―
鵜
で
は
な
い
の
だ
が
、
も
し
鵜
で
あ
つ
た
ら
家
を
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

　『
萬
葉
集
私
注
』
―
―
鵜
で
で
も
得
り
う
る
な
ら
ば
よ
い
。
そ
れ
な
ら
家
の
こ
と
も
思
は
ず
に
居
る
で
あ
ら
う
。

　『
萬
葉
集
評
釋
』
―
―
あ
の
鵜
で
我
が
身
も
あ
っ
て
欲
し
い
。
そ
れ
だ
と
家
を
戀
し
が
ら
ず
に
ゐ
よ
う
。

　 

大
系
本 

―
―
―
―
―
―
鵜
で
も
な
い
の
に
、
（
ど
う
し
て
）
家
の
こ
と
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。

　『
萬
葉
集
注
釋
』 

―
――
鵜
で
で
も
あ
る
と
い
ふ
の
で
家
を
思
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
（
鵜
で
は
な
い
自
分
は
家
を
思
は
ず
に
は
ゐ

ら
れ
な
い
こ
と
よ
）

　 

全
集
本 

―
―
―
―
―
―
鵜
で
で
も
あ
っ
た
ら
　
家
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　 

集
成
本 

―
―
―
―
―
―
鵜
で
で
も
あ
る
と
い
う
の
か
、
鵜
で
は
な
い
の
だ
か
ら
ど
う
し
て
家
を
思
わ
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
。

　『
萬
葉
集
全
注
』
―
―
あ
れ
は
鵜
で
あ
る
の
で
家
を
思
わ
ず
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　 

講
談
社
文
庫 

―
―
――
鵜
だ
か
ら
と
て
、
家
を
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　『
萬
葉
集
釋
注
』  

―
―
鵜
で
で
も
あ
る
と
い
う
の
か
、
鵜
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
家
の
こ
と
を
思
わ
ず
に
居
ら
れ
よ
う
。

　
こ
れ
だ
け
の
多
種
多
様
な
解
釈
が
あ
る
事
実
は
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
の
解
釈
が
困
難
で
あ
る
だ
け
で
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な
く
、
こ
れ
と
次
句
の
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
の
意
味
的
・
論
理
的
な
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
も
ま
た
解

明
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
注
釈
の
う
ち
、
歌
の
構
文
に
関
す
る
指
摘
を
比
較
的
お
お
く
ふ
く
む
全
集
本
に
は
、
頭
注
本
に
し
て
は
異
例
の
つ
ぎ
の
よ

う
な
な
が
い
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
鵜
ニ
シ
モ
ア
レ
ヤ
は
鵜
ニ
シ
モ
ア
ラ
バ
カ
と
同
じ
気
持
か
。
鵜
で
は
な
い
の
で
、
家
を
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
、
の
意
で

あ
ろ
う
。
疑
問
条
件
は
「
花
つ
妻
な
れ
や
紐
解
か
ず
寝
む
」（
三
三
七
〇

）
の
よ
う
に
、
普
通
、
他
人
の
事
に
関
し
て
、
Ａ
だ
か
ら

と
い
う
の
で
Ｂ
な
の
だ
ろ
う
か
、
す
な
わ
ち
、
Ｂ
で
あ
る
の
は
Ａ
だ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
し
て
、
現
在
の
事
実
Ｂ
の
理
由

を
Ａ
か
と
疑
問
推
量
す
る
文
型
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
も
、
自
分
以
外
の
人
に
つ
い
て
、
家
を
思
わ
な
い
で
い
ら
れ

る
と
は
あ
の
人
は
鵜
で
で
も
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
解
す
る
の
が
上
代
語
一
般
と
し
て
は
正
し
い
が
、
作
者
赤
人
の
気

持
は
、
自
分
が
家
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
異
説
が
多
い
。

　
新
編
全
集
本
に
も
お
な
じ
よ
う
な
趣
旨
の
解
説
が
み
え
る
が
、
そ
こ
で
は
第
四
句
を
ま
ず
「
難
解
」
と
説
明
し
、
類
似
の
構
文
を

も
つ
歌
の
な
か
で
は
当
該
歌
の
表
現
が
異
例
と
な
る
と
説
明
し
た
あ
と
、
解
説
の
最
後
に
「
後
考
を
待
つ
」
と
の
べ
て
あ
る
。
全
集

本
と
新
編
全
集
本
と
の
あ
い
だ
に
は
刊
行
年
に
二
十
三
年
の
ひ
ら
き
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
で
指
摘
さ
れ
た
問
題
が
、
後

者
の
刊
行
時
に
い
た
っ
て
も
未
解
明
の
ま
ま
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
や
は
り
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
と
い
う
表

現
の
も
つ
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
構
文
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
〈
者
〉
字
を
ふ
く
ま
な
い
〈
有
哉
〉
を
「
有
ら
ば
や
／
有
ら
ば
か
」
と
訓
ず
る
の
は
適
切
で
な
い
と
い
う
従
来
の
指

摘
を
妥
当
な
も
の
だ
と
す
る
前
提
に
た
ち
、
﹇
動
詞
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
と
い
う
上
代
語
の
結
合
形
が
も
つ
機
能
と
そ
れ
が
あ
ら

わ
す
意
味
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
と
次
句
の
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
の
承
接
関
係
を
構
文
論
的
見
地
か
ら

考
察
す
る
。２

　
２
の
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
の
「
有
れ
や
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
、
上
代
の
﹇
動
詞
の
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
と
い
う
結
合
形
の

用
例
に
は
、
諸
注
の
訓
と
解
釈
に
お
お
き
い
ゆ
れ
の
あ
る
も
の
を
除
外
し
て
、
２
の
ほ
か
に
『
萬
葉
集
』
に
六
十
例
、
『
日
本
書
紀
』

に
二
例
、
『
続
日
本
紀
』
所
載
の
宣
命
に
二
例
の
、
計
六
十
四
例
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
様
態
を
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
と
い
う

表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
ま
え
に
一
瞥
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　﹇
動
詞
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
の
用
法
は
、
こ
の
結
合
形
が
文
に
あ
ら
わ
れ
る
位
置
と
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
意
味
と
に
よ
っ
て
、
つ

ぎ
の
三
種
に
大
別
で
き
る
。

Ⅰ
　﹇
動
詞
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
が
文
末
に
位
置
し
、
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
終
止
し
た
文
が
明
瞭
な
反
語
と
な
る
も
の

Ⅱ
　﹇
動
詞
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
が
文
中
に
位
置
し
、
そ
れ
以
下
に
表
現
主
体
が
事
実
だ
と
判
断
し
た
事
態
や
現
象
が
提
示
さ

れ
る
も
の
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Ⅲ
　﹇
動
詞
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
が
文
中
に
位
置
し
、
そ
れ
以
下
に
表
現
主
体
に
と
っ
て
不
本
意
な
事
態
や
意
外
な
現
象
が
推

量
の
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
る
も
の

　
Ⅰ
の
形
式
の
用
法
は
、
明
確
な
反
語
で
い
い
は
な
つ
と
い
う
比
較
的
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
二
十
八
例
あ

る
が
、
五
例
だ
け
あ
げ
て
お
く
。

は
ら
ぬ
ち

い
さ
ご

あ

れ

や

あ

５
　
た
ま
き
は
る
　
内
の
朝
臣
が
　
腹
内
は
　
小
石
阿
例
椰
　
い
ざ
闘
は
な
吾
は
　

〔
紀
二
八

〕

し

つ

ま
す
ら
を

あ
ら
そ

あ
れ
や

よ

み

６
　
倭
文
た
ま
き
　
賤
し
き
吾
が
故
　
大
夫
の
　
荒
争
ふ
見
れ
ば
　
生
け
り
と
も
　
逢
ふ
べ
く
も
有
哉
　
し
し
く
し
ろ
　
黄
泉
　

は

に
待
た
む
と
　
隠
り
沼
の
　
下
延
へ
置
き
て
…
　

〔
九
・
一
八
〇
九

〕

ね
も
こ

あ
ひ
お
も
は
ざ
れ
や

７
　
奥
山
の
　
磐
か
げ
に
生
ふ
る
　
菅
の
根
の
　
懃 

ろ
吾
も
　
不
相
念
有
哉
　

〔
四
・
七
九
一

〕

わ

す

る

れ

や

８
　
海
原
の
　
根
柔
ら
小
菅
　
あ
ま
た
あ
れ
ば
　
君
は
忘
ら
す
　
吾
和
須
流
礼
夜
　

〔
十
四
・
三
四
九
八

〕

あ

れ

や

な
ら

つ
か
へ
ま
つ
る

こ
と
わ
り

お
も

９
　
男
の
み
父
の
名
負
ひ
て
、
女
は
い
は
れ
ぬ
も
の
に
阿
礼
夜

。
立
ち
双
び
奉
　
仕
し
理
に
あ
り
、
と
な
も
念
ほ
す
。
　〔
十
三

詔
〕

　
Ⅰ
の
形
式
の
例
に
は
、
明
瞭
な
特
徴
が
二
点
あ
る
。
第
一
点
は
、
R
S
V
の
三
例
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
反
語
表
現
の
﹇
已
然

こ
と
わ
り

形
＋
や
／
や
も
﹈
の
と
こ
ろ
で
終
止
し
た
文
の
あ
と
つ
づ
く
別
の
文
は
、
そ
の
末
尾
に
「
な
」「
む
」「 

理 

」
な
ど
の
語
を
も
ち
い

て
願
望
・
意
志
・
義
務
な
ど
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
挙
例
は
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
反

語
終
止
し
た
文
の
あ
と
に
別
の
文
が
お
か
れ
た
も
の
は
十
例
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
そ
う
し
た
意
味
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
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る
。
第
二
点
は
、
そ
の
別
の
文
は
ど
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
直
前
の
反
語
表
現
を
う
け
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た
と
え

ば
、
５
が
「
腹
の
中
に
小
石
な
ど
つ
ま
っ
て
い
な
い
。
（
だ
か
ら
）
さ
あ
闘
お
う
、
我
々
は
」
の
意
で
あ
る
よ
う
に
、
「
…
だ
ろ
う

B
B

B

（
　
）

か
、
そ
う
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
…
」
と
い
う
順
接
的
な
関
係
で
以
下
の
表
現
を
み
ち
び
く
と
い
う
点
で
あ
る 3

。

　
Ⅰ
の
形
式
が
﹇
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
の
と
こ
ろ
で
文
が
終
止
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ⅱ
と
Ⅲ
の
両
形
式
は
、
こ
の
結

合
形
が
文
の
途
中
に
位
置
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ⅱ
の
形
式
で
は
、
表
現
主
体
が
経
験
あ
る
い
は
確
認
し
た
事
態
を

﹇
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
よ
り
あ
と
の
部
分
で
の
べ
、
そ
の
事
態
を
生
じ
た
理
由
を
﹇
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
ま
で
の
部
分
で
推
測

す
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ⅲ
の
形
式
で
は
、
表
現
主
体
が
想
定
し
た
事
態
あ
る
い
は
推
量
し
た
事
態
を
そ

の
両
部
分
で
推
量
の
助
動
詞
を
も
ち
い
て
の
べ
る
、
と
い
う
差
異
が
み
ら
れ
る
。

　
Ⅱ
に
属
す
る
も
の
は
二
十
七
例
あ
る
が
、
Ⅰ
と
お
な
じ
く
五
例
だ
け
あ
げ
て
お
く
。

い
に
し
へ

あ
れ
や

ふ
る

NM
　
古
　
の
　
人
に
吾
有
哉
　
さ
さ
な
み
の
　
故
き
京
を
　
見
れ
ば
悲
し
き
　

〔
一
・
三
二

〕

し
る
れ

や

NN
　
吾
が
念
ひ
を
　
人
に
令
知
哉
　
玉
匣
　
開
き
あ
け
つ
と
　
夢
に
し
見
ゆ
る
　

〔
四
・
五
九
一

〕

な
れ
や

NO
　
潮
満
て
ば
　
入
り
ぬ
る
礒
の
　
草
有
哉
　
見
ら
く
少
な
く
　
恋
ふ
ら
く
の
多
き
　

〔
七
・
一
三
九
四

〕

あ
れ
や

も

NP
　
あ
ぶ
り
干
す
　
人
も
在
八
方
　
家
人
の
　
春
雨
す
ら
を
　
間
使
ひ
に
す
る
　

〔
九
・
一
六
九
八

〕

あ

れ

や

や
す
い

NQ
　
粟
島
の
　
逢
は
じ
と
思
ふ
　
妹
に
安
礼
也
　
安
眠
も
寝
ず
て
　
吾
が
恋
ひ
渡
る
　

〔
十
五
・
三
六
三
三

〕

　
Ⅲ
の
形
式
に
属
す
る
用
例
は
八
例
し
か
な
い
の
で
、
全
例
を
あ
げ
る
。
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あ
れ
や

と
き
を

し

ま
た
む

NR
　
石
倉
の
　
小
野
ゆ
秋
津
に
　
発
ち
渡
る
　
雲
に
し
も
在
哉
　
時
乎
思
将
待
　

〔
七
・
一
三
六
八

〕

と
き
は

い
の
ち
な
れ
や
も

こ
ひ
つ
つ
を
ら
む

NS
　
白
檀
　
石
辺
の
山
の
　
常
石
な
る
　
命
　
哉
　
恋
乍
居
　

〔
十
一
・
二
四
四
四

〕

な

れ

や

ひ

も

と

か

ず

ね

む

NT
　
足
柄
の
　
箱
根
の
嶺
ろ
の
　
に
こ
草
の
　
花
つ
妻
奈
礼
也
　
比
母
登
可
受
祢
牟
　

〔
十
四
・
三
三
七
〇

〕

ち
の
め
や
き
み
が

お
も
も
と
む
ら
む

NU
　
緑
児
の
　
た
め
こ
そ
乳
母
は
　
求
む
と
云
へ
　
乳
飲
哉
君
之
　
於
毛
求
覧
　

〔
十
二
・
二
九
二
五

〕

あ

れ

や

は

な

れ

て

あ

る

ら

む

NV
　
し
ま
し
く
も
　
一
人
あ
り
う
る
　
も
の
に
安
礼
也
　
島
の
む
ろ
の
木
　
波
奈
礼
弖
安
流
良
武
　

〔
十
五
・
三
六
〇
一

〕

あ

れ

や

も

OM
　
世
間
の
　
人
の
歎
き
は
　
相
思
は
ぬ
　
君
に
安
礼
也
母
　
秋
萩
の
　
散
ら
へ
る
野
辺
の
　
初
尾
花
　
仮
盧
に
葺
き
て
　
雲
　

や

ど

り

せ

る

ら

む

離
れ
　
遠
き
国
辺
の
　
露
霜
の
　
寒
き
山
辺
に
　
夜
杼
里
世
流
良
牟
　

〔
十
五
・
三
六
九
一

〕

た
の
め
や
き
み
が

わ

が

な
の
り
け
む

ON
　
葛
木
の
　
そ
つ
び
こ
真
弓
　
荒
木
に
も
　
憑
也
君
之
　
吾
之
名
告
兼
　

〔
十
一
・
二
六
三
九

〕

OO
　
伊
豆
の
海
に
　
立
つ
白
波
の
　
あ
り
つ
つ
も
　
継
ぎ
な
む
も
の
を
　
乱
れ
し
め
め
や
　
或
本
の
歌
に
曰
く
　
白
雲
の
　
絶
　

も

へ

や

み

だ

れ

そ

め

け

む

え
つ
つ
も
　
継
が
む
と
母
倍
也
　
美
太
礼
曽
米
家
武
　

〔
十
二
・
三
三
六
〇

〕

　
こ
の
Ⅲ
の
形
式
に
も
、
﹇
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
ま
で
の
前
件
の
表
現
と
そ
れ
以
下
の
後
件
の
表
現
と
の
意
味
的
関
係
に
か
か
わ

B
B

B

る
共
通
点
が
あ
る
。
Ⅰ
と
ま
っ
た
く
逆
に
、
反
語
表
現
が
「
…
だ
ろ
う
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
に
、
…
」
と
い
う
逆
接
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
後
件
を
み
ち
び
く
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
の
八
例
を
く
わ
し
く
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
形
態
と
意
味
と
の
両
面
で
さ
ら
に
三
種
に
わ
か
れ
る
。
三
種
の
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
は
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。



　『萬葉集』の「鵜にしも有れや家念はざらむ」（佐佐木）

― 129 ―

i
　
後
件
の
末
尾
に
あ
る
「
む
」
に
よ
っ
て
、
表
現
主
体
に
と
っ
て
の
ぞ
ま
し
く
な
い
事
態
を
推
量
し
そ
れ
を
提
示
す
る
も
の

ii
　
後
件
の
末
尾
に
あ
る
「
ら
む
」
に
よ
っ
て
、
表
現
主
体
に
と
っ
て
意
外
で
納
得
の
い
か
な
い
現
在
の
事
態
を
提
示
し
そ
の
理

由
を
推
測
す
る
も
の

iii
　
後
件
の
末
尾
に
あ
る
「
け
む
」
に
よ
っ
て
、
表
現
主
体
に
と
っ
て
意
外
で
納
得
の
い
か
な
い
過
去
の
事
態
を
提
示
し
そ
の
理

由
を
推
測
す
る
も
の

（
　
）

　
i
に
属
す
る
も
の
は
NR
〜
NT
の
三
例 4

、
ii
に
属
す
る
も
の
は
NU
〜
OM
の
三
例
、
iii
に
属
す
る
も
の
は
ON
と
OO
の
二
例
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
み
ぎ
に
要
約
し
て
あ
げ
た
三
種
の
構
文
の
特
徴
や
そ
れ
ら
の
差
異
を
考
慮
に
い
れ
て
、
八
例
を
口
語
に
訳
し
て
お
く
。

NR
　
…
雲
な
ど
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
時
が
来
る
の
を
気
長
に
待
つ
の
だ
ろ
う
か
。

NS
　
…
永
遠
に
続
く
命
で
は
な
い
の
に
、
逢
わ
な
い
ま
ま
恋
し
続
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

NT
　
…
花
の
よ
う
に
眺
め
る
だ
け
の
妻
で
は
な
い
の
に
、
紐
を
解
か
ず
に
寝
る
の
だ
ろ
う
か
。

NU
　
…
乳
を
飲
む
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
（
ど
う
し
て
）
あ
な
た
は
乳
母
な
ど
求
め
て
い
る
の
か
。

NV
　
…
独
り
で
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
（
ど
う
し
て
）
島
の
む
ろ
の
木
は
離
れ
て
い
る
の
か
。

OM
　
…
人
の
嘆
き
を
思
わ
ぬ
あ
な
た
で
は
な
い
の
に
、
（
ど
う
し
て
）秋
萩
の
散
る
野
辺
の
…
…
寒
い
山
辺
に
宿
っ
て
い
る
の
か
。

ON
　
…
荒
木
の
よ
う
に
（
私
を
）
頼
り
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
（
ど
う
し
て
）
私
の
名
を
人
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
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か
。

OO
　
…
途
絶
え
が
ち
に
な
っ
て
も
続
け
て
行
こ
う
と
（
私
が
い
い
加
減
に
）
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
（
ど
う
し
て
あ

な
た
の
心
は
）
乱
れ
初
め
た
の
か
。

３

　
語
学
専
攻
者
を
ふ
く
む
お
お
く
の
研
究
者
を
な
や
ま
せ
つ
づ
け
て
き
た
２
の
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
の
構
文
を
具
体
的
に
解
明
す

る
こ
と
が
本
稿
の
直
接
の
目
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
同
種
の
構
文
を
め
ぐ
る
諸
事
実
を
確
実
に
お
さ
え
る
た
め
に
、
﹇
已
然
形
＋

や
／
や
も
﹈
の
用
例
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
は
、
ほ
と
ん
ど
が
明
瞭
な
反
語
と
な
る
﹇
―
―
め
や
／
め
や
も
﹈
の
例
を
の
ぞ
い
て
、
す
べ

て
み
ぎ
で
確
認
し
た
【
助
動
詞
「
む
」
を
ふ
く
む
﹇
―
―
め
や
／
め
や
も
﹈
と
い
う
結
合
形
の
用
法
は
、
文
が
こ
の
結
合
形
の
と
こ

ろ
で
明
確
に
終
止
す
る
と
い
う
点
で
は
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
は
、
動
詞
が
構

成
す
る
﹇
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
多
様
で
あ
り
、
両
者
は
別
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
】。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
文
末
に
「
む
」
を
も
つ
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
い
う
表
現
は
、
形
式
面
で
は
Ⅲ
の
i
に
属

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
前
件
と
後
件
と
の
意
味
的
関
係
に
お
い
て
は
i
に
属
す
る
三
例
と

相
違
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
第
１
節
に
引
用
し
た
全
集
本
の
解
説
に「
作
者
赤
人
の
気
持
は
、
自
分
が
家
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
」と
あ
り
、
諸
注
で
も
そ
う
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
ず
に
い
る
こ
と

は
作
者
に
と
っ
て
は
の
ぞ
ま
し
い
事
態
で
あ
る
の
に
、
ほ
か
の
三
例
の
「
時
を
し
待
た
む
」「
恋
ひ
つ
つ
居
ら
む
」「
紐
解
か
ず
寝
む
」
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な
ど
の
事
態
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
に
と
っ
て
不
本
意
な
事
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
２
を
こ
れ
ら
の
三
例
と
お
な
じ
よ
う
に
、

２
　
…
鵜
な
ど
で
は
な
い
の
に
、
家
を
思
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
口
訳
す
る
と
、
ひ
ど
く
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
家
念
は
ざ
ら
む
」
が
例
外
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と

は
、
や
は
り
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
機
構
と
い
う
べ
き
も
の
を
明
快
に
解
析
で
き
な
い
例
外
的
な
表
現
は
、

そ
れ
を
例
外
た
ら
し
め
て
い
る
要
素
を
ふ
く
む
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
例
外
的
な
要
素
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。

か
な
し
き

ゆ
め
に
し
み
ゆ
る

お
ほ
き

ま
づ
か
ひ
に
す
る

あ

が

　
Ⅱ
の
形
式
に
属
す
る
二
十
七
例
の
半
数
以
上
が
、
NM
〈
悲
寸
〉、
NN
〈
夢
西
所
見
〉、
NO
〈
太
寸
〉、
NP
〈
間
使
尓
為
〉、
NQ
〈
安
我

こ

ひ

わ

た

る

故
非
和
多
流
〉
の
よ
う
に
、
そ
の
表
記
あ
る
い
は
語
構
成
か
ら
み
て
歌
末
の
活
用
語
が
連
体
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
例
で
あ
る
。

Ⅱ
の
構
文
の
末
尾
に
、
終
止
形
と
連
体
形
に
形
態
的
な
区
別
の
な
い
活
用
語
が
く
る
ば
あ
い
で
も
、
と
に
か
く
そ
れ
は
連
体
形
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
後
件
の
表
現
が
、
前
件
の
末
尾
に
あ
る
﹇
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
の
係
助
詞
「
や
」
が
も
つ
構
文
的
統
制
力
の
支
配

き
み
が

下
に
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。
Ⅲ
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
NU
の
〈
君
之
〉
の
「
が
」
が
終
止
形
で
な
く
連
体
形
に
応
じ
る

助
詞
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。

　
や
は
り
連
体
形
で
終
止
し
て
い
る
は
ず
の
２
の
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
同
様
に
、
「
思
ふ
」
が
否
定
・
推
量

お
も
は
ざ
ら
む

お
も
は
ず
あ
ら
む

の
二
種
の
表
現
と
結
合
し
た
例
に
は
、
「
い
か
な
る
人
か
物
不
念
有
」〔
十
一
・
二
四
三
六

〕
と
「
何
故
か
不
思
将
有
」〔
十
二
・
二
九
七
七

〕
と
の
二

あ

ひ

お

も

は

ず

あ

ら

む

（
　
）

例
が
『
萬
葉
集
』
に
あ
り
、
『
古
事
記
』
に
も
「
心
を
だ
に
か
阿
比
淤
母
波
受
阿
良
牟
」
〔
六
〇

〕
と
い
う
例
が
ひ
と
つ
あ
る 5

。
上
代

に
あ
る
三
例
は
、
み
な
係
助
詞
「
か
」
を
う
け
て
反
語
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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　「
思
ふ
」
以
外
の
動
詞
が
﹇
―
―
か
―
―
ざ
ら
む
／
ず
あ
ら
む
﹈
と
い
う
構
文
に
ふ
く
ま
れ
た
も
の
は
九
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
反

語
表
現
を
構
成
し
た
も
の
は
、
『
萬
葉
集
』
に
三
例
、
宣
命
に
一
例
あ
る
【
つ
ぎ
の 

OR
の
第
五
句
を
単
な
る
推
量
と
解
す
る
注
釈
と

反
語
と
解
す
る
そ
れ
と
が
あ
る
が
、
結
局
は
「
色
に
出
ず
あ
ら
む
」
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
の
が
そ
の
歌
意
で
あ
る
か
ら
、
反
語

と
解
す
べ
き
で
あ
る
】。

A

あ
が
こ  

ひ  

ざ  

ら  

む

OP
　
な
思
ひ
と
　
君
は
言
へ
ど
も
　
相
は
む
時
　
い
つ
と
知
り
て
加
　
吾
不
恋
有
牟
　

〔
二
・
一
四
〇

〕

い
づ
れ
の
と
き

A

あ
が
こ  

ひ  

ざ  

ら  

む

OQ
　
人
目
多
み
　
常
か
く
の
み
し
　
候
は
ば
　
何
　
時
　
吾
不
恋
将
有
　

〔
十
一
・
二
六
〇
六

〕

A

い

ろ

に

で

ず

あ

ら

む

OR
　
い
か
に
し
て
　
恋
ひ
ば
可
妹
に
　
武
蔵
野
の
　
う
け
ら
が
花
の
　
伊
呂
尓
　K
受
安
良
牟
　

〔
十
四
・
三
三
七
六

或
本
〕

つ
か
へ
ま
つ

た
れ
し
の
ひ
と

A

つ
か
へ
ま
つ
ら
ず
あ
ら
む

OS
　
平
け
き
時
に
奉 

侍
る
こ
と
は
、
誰
　
人
可

不
奉 

侍
在
牟

。
　

〔
三
二

詔
〕

　
疑
問
詞
の
あ
と
に
「
か
」
が
も
ち
い
ら
れ
た
例
し
か
な
い
の
は
、
疑
問
詞
と
係
助
詞
と
の
関
係
を
包
括
的
に
論
じ
た
近
時
の
研
究

（
　
）

に
よ
れ
ば 6

、
疑
問
詞
と
「
や
」
と
が
お
な
じ
呼
応
関
係
を
構
成
し
え
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
か
」
と
「
や
」
の
用
法

上
の
相
違
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
構
文
の
疑
問
詞
の
あ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
推
量
・
反
語
の

い
ず
れ
を
あ
ら
わ
す
文
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
す
べ
て
「
か
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
「
か
」
で
は
な
く
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
同
様
に
「
や
」
を
も
つ
﹇
―
―
や
―
―
ざ
ら
む
／
ず
あ
ら
む
﹈

と
い
う
構
文
の
例
は
六
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
三
例
は
文
中
に
「
さ
へ
」「
だ
に
」「
は
た
」
を
ふ
く
む
た
め
に
単
な
る
疑
問
推
量
を

あ
ら
わ
す
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
の
こ
る
三
例
は
そ
れ
ら
の
語
を
も
た
ず
、
み
な
反
語
表
現
を
構
成
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
疑
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問
詞
が
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
例
で
あ
る
。

う
つ

A

OT
　
こ
ち
た
く
は
　
か
も
か
も
せ
む
を
　
石
代
の
　
野
辺
の
下
草
　
吾
し
苅
り
て
ば
　
一
に
は
云
は
く
　
紅
の
　
現
し
心
哉
　
　

い
も
に
　
あ  
は  
ざ  

ら  

む

於
妹
不
相
将
有
　

〔
七
・
一
三
四
三

〕

A

い
も
に
　
あ  

は  

ざ  

ら  

む

OU
　
玉
の
緒
の
　
現
し
心
哉
　
年
月
の
　
行
き
易
は
る
ま
で
　
妹
尓
不
逢
将
有
　

〔
十
一
・
二
七
九
二

〕

A

た
ま
は
ず
あ
ら
む
と

OV
　
此
の
家
の
子
ど
も
は
朕
が
は
ら
か
ら
に
在
る
も
の
夜乎を
や

  

、
親
王
た
ち
治
め
賜
ふ
日
に
治
め
不
賜
在
牟止　
し
て
な
も
、
汝
に
冠
位
　

上
げ
賜
ひ
治
め
賜
ふ
。
　

〔
二
五

詔
〕

　
OT
に
そ
え
ら
れ
た
異
伝
と
OU
と
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
で
あ
る
。
「
現
し
心
や
」
を
「
妹
に
逢
は
ざ
ら
む
」
が
う
け
る
こ
れ
ら
の

表
現
は
、
諸
注
に
あ
る
よ
う
に
「
落
ち
着
い
た
気
持
ち
で
妹
に
逢
わ
ず
に
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
い
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
」
つ
ま
り

「
妹
に
逢
わ
ず
に
正
気
で
い
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
」
の
意
の
反
語
で
あ
る
。
宣
命
に
み
え
る
OV
も
、
一
読
し
て
反
語
だ
と
わ
か
る
表

現
で
あ
る
。

　
以
上
の
諸
例
は
、
係
助
詞
「
か
／
や
」
に
応
じ
た
﹇
―
―
ざ
ら
む
／
ず
あ
ら
む
﹈
が
反
語
表
現
を
構
成
し
た
例
で
あ
る
が
、
係
助

詞
を
と
も
な
わ
な
い
﹇
―
―
ざ
ら
む
／
ず
あ
ら
む
﹈
の
例
に
は
、

か
は
ら
ず
あ
ら
む
　

PM
　
天
地
と
　
長
く
久
し
く
　
万
代
に
　
不
改
将
有
　
行
幸
の
宮
　

〔
三
・
三
一
五

〕

う
べ
み
　
え
　
ざ
　
ら
　
む
　

PN
　
夢
に
だ
に
　
見
え
む
と
吾
は
　
ほ
ど
け
ど
も
　
相
し
思
は
ね
ば
　
諾
不
所
見
有
武
　

〔
四
・
七
七
二

〕
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い
や
あ
は
ざ
ら
む
　

PO
　
吾
が
背
児
が
　
浜
行
く
風
の
　
い
や
は
や
に
　
は
や
こ
と
な
さ
ば
　
益
不
相
有
　

〔
十
一
・
二
四
五
九

〕

の
三
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
み
な
反
語
で
な
く
単
な
る
推
量
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
﹇
―
―
ざ
ら
む
／
ず
あ
ら
む
﹈
な
ど
の

否
定
表
現
が
、
係
助
詞
「
か
／
や
」
と
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
語
を
構
成
し
え
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。

　「
さ
へ
」
「
だ
に
」
「
は
た
」
を
ふ
く
ま
な
い
﹇
―
―
か
／
や
―
―
ざ
ら
む
﹈
と
い
う
構
文
が
反
語
と
し
て
の
み
も
ち
い
ら
れ
る
と

い
う
の
は
、
中
古
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
古
今
和
歌
集
』
に
五
例
あ
る
こ
の
構
文
は
明
瞭
な
反
語
か
そ
う
と
解
し

（
　
）

う
る
も
の
だ
け
で
あ
る 7

。
さ
ら
に
、
『
後
撰
和
歌
集
』
に
三
例
と
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
六
例
み
え
る
こ
の
構
文
の
例
も
す
べ
て
反
語

表
現
で
あ
る
。
和
歌
に
も
ち
い
ら
れ
る
こ
の
構
文
は
反
語
に
も
ち
い
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
。

４

　
こ
う
み
て
く
る
と
、
﹇
―
―
や
―
―
ざ
ら
む
﹈
と
い
う
構
文
に
属
す
る
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
家
念
は
ざ
ら
む
」
の
「
家
念
は
ざ
ら

む
」
も
ま
た
、
前
件
の
末
尾
に
あ
る
「
や
」
に
応
じ
て
反
語
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
た
か
い
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
さ
き
に
確
認

し
た
と
お
り
、
文
中
に
位
置
す
る
﹇
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
の
「
や
／
や
も
」
が
そ
れ
以
下
の
表
現
に
対
し
て
も
つ
構
文
上
の
統
制

力
は
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
の
「
や
」
が
も
つ
統
制
力
の
た
め
に
、
た
だ
で
さ
え
反
語
と
な
る
「
念

は
ざ
ら
む
」
を
ふ
く
む
２
の
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
い
う
表
現
は
な
お
さ
ら
反
語
表
現
に
な
り
や
す
か
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
が
想
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定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　﹇
―
―
や
―
―
む
﹈
の
呼
応
が
反
語
表
現
を
構
成
し
た
確
実
な
も
の
は
『
萬
葉
集
』
で
は
一
例
し
か
な
く
、
ほ
か
は
み
な
「
荒
垣

A

み
　
む
　

A

こ
ひ
む
　

の
外
に
也
吾
が
将
見
」〔
十
一
・
二
五
六
二

〕
や
「
遅
れ
ゐ
て
吾
は
也
将
恋
」〔
九
・
一
七
七
一

〕
の
よ
う
に
、
表
現
主
体
が
自
分
の
こ
と
を
疑
問
推

（
　
）

量
の
か
た
ち
で
詠
嘆
し
た
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る 8

。
し
か
し
、
そ
の
指
摘
は
、
否
定
表
現
を
ふ
く
ま
な
い
用
例

を
挙
示
し
た
う
え
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
﹇
―
―
や
―
―
む
﹈は
一
般
に
反
語
と
な
ら
な
い
と
い
う
点
は
、
否
定
表
現
を
ふ
く
む

OT
と
OU
の
二
例
に
は
か
な
ら
ず
し
も
該
当
し
な
い
。
上
代
に
三
例
あ
る
「
思
は
ざ
ら
む
／
思
ず
あ
ら
む
」
が
そ
ろ
っ
て
反
語
表
現
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
﹇
―
―
や
―
―
む
﹈は
表
現
主
体
が
自
分
の
こ
と
を
詠
嘆
を
こ
め
て
推
量
す
る
の
に
も
ち
い
ら
れ
る
構
文
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
こ
の
OT
と
OU
に
も
該
当
し
、
こ
れ
ら
の
例
で
は
作
者
に
と
っ
て
不
本
意
な
「
妹
に
逢
は
ざ
ら
む
」
と
い
う
事
態
が
詠
嘆
を
こ
め

つ
つ
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
不
本
意
な
事
態
に
対
す
る
詠
嘆
は
、
「
妹
に
逢
わ
ず
に
い
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
反
語
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
よ
っ
て
結
果
的
に
お
お
わ
れ
て
し
ま
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
例
は
２
の
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
同
様
に

﹇
―
―
や
―
―
む
﹈が
否
定
表
現
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
そ
の
こ
と
が
表
現
全
体
に
反
語
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
付
与
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
i
に
属
す
る
ほ
か
の
三
例
の
後
件
は
、
否
定
表
現
を
ふ
く
ん
で
い
な
い
か
ら
反
語
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
ひ
く
い
と
み
ら

れ
る
。

　
２
の
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
い
う
句
が
反
語
表
現
で
あ
り
、
結
局
は
「
家
を
念
は
む
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

望
郷
の
念
に
か
ら
れ
る
と
い
う
不
本
意
な
事
態
を
作
者
み
ず
か
ら
推
量
提
示
し
た
も
の
と
な
る
か
ら
、
こ
の
句
は
、
お
な
じ
く
歌
末

の
「
む
」
で
不
本
意
な
事
態
を
推
量
提
示
す
る
、
i
に
属
す
る
三
例
と
パ
ラ
レ
ル
な
表
現
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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な
お
、
そ
の
ば
あ
い
に
問
題
と
な
り
そ
う
な
の
は
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
と
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
が
と
も
に
反
語
表
現
で
あ

れ
ば
、
対
句
で
も
な
い
部
分
に
反
語
表
現
が
連
接
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
﹇
已
然
形
＋
や
も
﹈の

と
こ
ろ
で
文
が
終
止
す
る
長
歌
の
例
で
は
あ
る
が
、

　
こ
こ
ろ

な
　
れ
　
や
　
も
　

ま
す
ら
を
や
　

む
　
な
　
し
　
く
　
あ
る
べ
き

PP
　
お
ほ
ろ
か
に
　
情
尽
し
て
　
念
ふ
ら
む
　
そ
の
子
奈
礼
夜
母
　
大
夫
夜
　
无
奈
之
久
可
在
…
…
後
の
代
の
　
語
り
継
ぐ
べ
　

く
　
名
を
立
つ
べ
し
も

〔
十
九
・
四
一
六
四

〕

と
い
う
反
語
の
連
接
す
る
例
が
実
際
に
あ
る
。
辞
句
の
使
用
に
き
び
し
い
物
理
的
制
限
の
あ
る
短
歌
と
そ
れ
に
余
裕
の
あ
る
長
歌
と

を
一
緒
に
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
ま
た
、
お
な
じ
反
語
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
PP
は
Ⅰ
に
属
す
る
例
で
あ
る
の
に
対
し
て

２
は
Ⅲ
に
属
す
る
例
で
あ
る
と
い
う
明
白
な
差
異
が
あ
り
、
PP
が
厳
密
な
意
味
で
の
類
例
で
は
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
対
句
で
な
い
部
分
に
反
語
を
つ
づ
け
て
も
ち
い
る
表
現
が
特
に
奇
異
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
例

の
存
在
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
、
つ
ぎ
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
は
短
歌
が
二
種
の
反
語
表
現
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
点
で
２
の
歌
と
同
類
で
あ
る
。

PQ
　
散
る
花
を
　
何
か
う
ら
み
む
　
世
の
中
に
　
我
が
身
も
と
も
に
　
あ
ら
む
も
の
か
は
　

〔
二
・
一
一
二

〕

　
２
の
歌
は
長
歌
１
に
そ
え
ら
れ
た
反
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
長
歌
の
中
間
部
分
に
は
「
い
な
み
つ
ま
　
辛
荷
の
嶋
の
　
嶋
の
際
ゆ
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吾
家
を
見
れ
ば
」
と
あ
り
、
ま
た
そ
の
末
尾
に
は
、

…
榜
ぎ
た
む
る
　
浦
の
尽
　
徃
き
隠
る
　
嶋
の
埼
々
　
隈
も
置
か
ず
　
憶
ひ
そ
吾
が
来
る
　
旅
の
日
長
み

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
長
歌
の
表
現
の
内
容
を
縮
約
し
た
か
た
ち
の
も
の
が
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
第
一
反
歌
２
の
表
現
で
あ
る
。

長
歌
で
も
第
二
反
歌
３
の
「
と
も
し
か
も
　
倭
へ
上
る
　
真
熊
野
の
船
」
と
い
う
部
分
で
も
、
つ
よ
い
望
郷
の
念
に
と
ら
わ
れ
て
い

る
作
者
の
心
情
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
、
そ
う
し
た
心
情
を
積
極
的
に
表
明
す
る
た
め
に
、
ほ
か
の
三
例
の
よ
う
な﹇
―
―

や
―
―
む
﹈
の
構
文
で
は
な
く
、
あ
え
て
﹇
―
―
や
―
―
ざ
ら
む
﹈
と
い
う
反
語
の
構
文
を
も
ち
い
て
自
身
の
心
境
を
強
調
的
に
表

現
し
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

　
以
上
で
確
認
し
た
、
２
の
第
四
句
と
第
五
句
に
か
か
わ
る
、

ａ
　
反
語
表
現
の
「
有
れ
や
」
が
逆
接
的
な
関
係
で
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
を
み
ち
び
く
こ
と

ｂ
　「
有
れ
や
」
の
「
や
」
が
文
末
の
活
用
形
に
対
し
て
も
つ
統
制
力
が
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
に
お
よ
ぶ
こ
と

ｃ
　
三
例
あ
る
「
思
は
ざ
ら
む
／
思
は
ず
あ
ら
む
」
の
用
例
が
み
な
反
語
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と

ｄ
　
三
例
あ
る
﹇
―
―
や
―
―
ざ
ら
む
／
ず
あ
ら
む
﹈
の
用
例
が
み
な
反
語
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と

ｅ
　﹇
―
―
や
―
―
む
﹈
の
構
文
が
、
表
現
主
体
に
か
か
わ
る
不
本
意
な
事
態
を
詠
嘆
を
こ
め
て
推
量
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
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の
五
点
を
考
慮
し
つ
つ
こ
れ
を
口
訳
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
に
し
か
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

２
　
…
鵜
な
ど
で
は
な
い
の
に
、
家
を
思
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
（
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
）。

　
結
局
は
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
表
現
で
あ
る
か
ら
、
後
件
を
「
だ
か
ら
、
家
を
思
う
だ
ろ
う
」
と
い
い
か
え
る

こ
と
が
可
能
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
不
本
意
な
事
態
を
「
む
」
に
よ
っ
て
推
量
す
る
、
同
一
の
構
文
に
属
す
る
ほ
か
の

三
例
の
表
現
が
あ
ら
わ
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
ず
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
歌
の
表
現
の
機
構
と
い
う
べ
き
も
の
が
明
確
に
把
握
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
解
釈
が
研
究
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
の
は
、
否
定
表
現
を
ふ
く
む
後
件
が
前
件
の
「
や
」
に
応
じ
て
反
語
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
異
性
を
解
明
で
き
な
い
で
い
る
こ

と
に
よ
る
。
当
該
歌
の
表
現
を
例
外
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
要
素
は
、
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
が
反
語
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
な

の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
冒
頭
に
列
挙
し
た
十
種
の
注
釈
の
口
語
訳
・
大
意
の
な
か
に
は
、
こ
の
構
文
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
的

確
に
と
ら
え
た
も
の
は
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
大
系
本
・
集
成
本
や
『
萬
葉
集
釋
注
』
な
ど
の
解
釈
が
全
体
と
し
て
は
妥
当
な
も

の
に
ち
か
い
が
、
「
む
」
に
よ
っ
て
推
量
し
た
事
態
を
作
者
が
不
本
意
だ
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
感
じ
と
ら
せ
る
よ

う
な
解
釈
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
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５

　「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
と
次
句
の
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
の
構
文
的
・
意
味
的
関
係
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
と
解
す
る
と
、
そ

れ
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
全
集
本
の
解
説
に
み
え
る
指
摘
と
抵
触
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
が
属
す
る
構
文
は
「
普
通
、
他
人
の
事
に
関
し
て
」
疑
問
推
量
す
る
際
に
も
ち
い

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
み
え
、
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
い
う
表
現
に
関
す
る
「
自
分
以
外
の
人
に
つ

い
て
、
家
を
思
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
と
は
あ
の
人
は
鵜
で
で
も
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
解
す
る
の
が
上
代
語
一
般
と
し
て
は

正
し
い
が
、
…
」と
い
う
指
摘
も
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
実
際
の
用
例
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
適
切
な
指
摘
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
厳
密
な
意
味
で
「
鵜
に
し
も
有
れ
や
」
が
属
す
る
i
の
構
文
の
例
は
実
際
に
は
三
例
し
か
な
い
か
ら
、
そ
の
よ

う
に
断
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
理
由
の
ほ
か
に
、
現
に
そ
の
三
例
の
う
ち
NR
の
「
命
な
れ
や
も
」
に
つ
い

B
B

B

て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
全
集
本
・
新
編
全
集
本
に
「
恋
し
く
思
い
な
が
ら
逢
わ
ず
に
い
る
現
在
の
自
分
の
状
態
に
つ
い
て
、
い
つ
ま
で
生

き
る
つ
も
り
な
の
か
、
と
自
ら
責
め
た
も
の
。」（
傍
点
は
佐
佐
木
に
よ
る
）
と
い
う
矛
盾
し
た
説
明
が
あ
り
、
諸
注
で
も
「
命
な
れ
や

も
恋
ひ
つ
つ
居
ら
む
」
は
作
者
自
身
の
こ
と
を
の
べ
た
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
の
こ
る
NS

の
「
雲
に
し
も
有
れ
や
時
を
し
待
た
む
」
と
い
う
部
分
と
NT
の
「
紐
解
か
ず
寝
む
」
と
い
う
部
分
も
ま
た
、
作
者
の
こ
と
を
の
べ
た

ひ
も
と
か
ず
　
ね
む

も
の
だ
と
解
し
て
も
問
題
を
生
じ
な
い
。
特
に
「
紐
解
か
ず
寝
む
」
と
同
一
の
句
は
、
ほ
か
に
「
君
来
ま
せ
る
に
紐
不
開
寐
」〔
十
一
・

ひ
　
も
　
と
　
か
　
ず
　
ね
　
む
　

二
四
二
四

〕
と
「
家
な
る
吾
は
比
毛
等
加
受
祢
牟
」
〔
二
十
・
四
四
一
六

〕
の
二
例
が
『
萬
葉
集
』
に
あ
り
、
と
も
に
作
者
自
身
に
関
す
る
表
現

で
あ
る
か
ら
、
NT
の
ば
あ
い
も
そ
う
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
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Ⅲ
と
同
様
に
﹇
已
然
形
＋
や
／
や
も
﹈
と
い
う
結
合
形
が
文
中
に
位
置
す
る
Ⅱ
の
用
例
の
な
か
に
も
、
NM
の
「
古
の
人
に
吾
有
れ

や
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
を
作
者
自
身
に
つ
い
て
も
ち
い
た
例
が
い
く
つ
か
み
え
る
。
「
普
通
、
他
人
の
事
に
関
し
て
」
疑
問

推
量
す
る
の
に
も
ち
い
た
と
い
え
ば
い
え
る
の
は
、
む
し
ろ
「
ら
む
」
を
末
尾
に
も
つ
ii
の
三
例
の
方
で
あ
る
。

注
（
１
）
　
こ
れ
を
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の
に
、
つ
ぎ
の
諸
論
考
が
あ
る
。

木
下
正
俊
「
条
件
法
に
お
け
る
仮
定
確
定
の
呼
応
の
存
否
と
そ
れ
に
関
す
る
万
葉
集
の
訓
詁
私
見
」
〔
『
国
語
国
文
』
昭
和
二
十
七
年
三
月
〕
。

同
　
「
「
水
烏
二
四
毛
有
哉
」
其
他
」
〔
『
萬
葉
』
十
四
號
（
昭
和
三
十
一
年
一
月
）
〕
。

同
　
「
疑
問
条
件
法
に
つ
い
て
」
〔
『
萬
葉
集
語
法
の
研
究
』
（
一
九
七
二
年
）
の
Ⅰ
部
〕
。

吉
永
登
　
「
已
然
形
に
ヤ
の
添
う
た
形
に
つ
い
て
」
「
已
然
形
に
ヤ
の
添
う
た
形
続
考
」
「
已
然
形
に
ヤ
の
添
う
た
形
追
考
」
〔
『
万
葉 

― 

そ
の

探
求
』
（
一
九
八
一
年
）
〕
。

佐
伯
梅
友
「
鵜
に
し
も
あ
れ
や
」
〔
『
文
学
語
学
』
四
（
昭
和
三
十
二
年
六
月
）
〕
。

武
田
祐
吉
「
動
詞
性
用
言
の
已
然
形
を
形
態
と
す
る
条
件
法
」
〔
『
萬
葉
集
全
註
釋
二
』
（
一
九
五
七
年
）
〕
。

（
マ
マ
）

門
前
真
一
「
「
水
鳥
二
四
毛
有
哉
」
私
案
」
〔
『
天
理
大
学
学
報
』
第
二
十
五
輯
（
一
九
五
八
年
）
〕
。

（
２
）
　
注
（
１
）
の
吉
永
の
論
。

（
３
）
　
唯
一
の
例
外
は
つ
ぎ
の
歌
で
あ
る
。

ま
が
き
　

い
へ
や
　

　
　
　
　
　
う
つ
た
へ
に
　
前
垣
の
す
が
た
　
見
ま
く
欲
り
　
行
か
む
と
云
哉
　
君
を
見
に
こ
そ
　

　
　
〔
四
・
七
七
八

〕

（
４
）
　
こ
の
Ⅲ
の
i
に
属
す
る
可
能
性
の
あ
る
例
に
、
つ
ぎ
の
一
首
が
あ
る
。
第
四
句
の
末
尾
の
二
字
を
「
念
ふ
夜
」
と
訓
ず
る
注
釈
も
あ
り
、
そ
の

訓
が
た
だ
し
け
れ
ば
問
題
と
す
る
必
要
が
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
は
む
　
と
　
お
も
へ
や

そ
で
か
へ
ず
　
あ
ら
む
　

　
　
　
　
　
天
漢
　
夜
船
を
榜
ぎ
て
　
明
け
ぬ
と
も
　
将
相
等
念
夜
　
袖
易
受
将
有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      

〔
十
・
二
〇
二
〇

〕

（
５
）
　
『
古
事
記
』
の
「
心
を
だ
に
か
相
思
は
ず
あ
ら
む
」
の
解
釈
は
注
釈
に
よ
っ
て
若
干
こ
と
な
る
が
、
た
と
え
ば
新
編
全
集
本
に
「
心
だ
け
で
も

お
互
い
に
思
わ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
」
と
あ
る
よ
う
に
、
反
語
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
　
大
野
晋
『
係
り
結
び
の
研
究
』
（
一
九
九
三
年
）
の
第
一
章
・
第
五
章
。
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（
７
）
　
『
古
今
和
歌
集
』
の
も
の
だ
け
例
を
あ
げ
て
お
く
と
、
そ
の
五
例
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
【
「
…
ず
し
も
あ
ら
む
」
の
例
が
ひ
と
つ
ふ
く
ま

れ
て
い
る
】
。

　
　
　
　
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
　
秋
無
き
時
や
　
咲
か
ざ
ら
む
　
花
こ
そ
散
ら
め
　
根
さ
へ
枯
れ
め
や
　

　
　
〔
五
・
二
六
八

〕

　
　
　
　
か
ぢ
に
あ
た
る
　
波
の
し
づ
く
を
　
春
な
れ
ば
　
い
か
が
さ
き
散
る
　
花
と
見
ざ
ら
む
　

　
　
〔
十
・
四
五
七

〕

　
　
　
　
人
目
も
る
　
吾
か
は
あ
や
な
　
花
す
す
き
　
な
ど
か
穂
に
出
で
て
　
恋
ひ
ず
し
も
あ
ら
む
　

　
　
〔
十
一
・
五
四
九

〕

　
　
　
　
い
か
な
ら
む
　
い
は
ほ
の
中
に
　
住
ま
ば
か
は
　
世
の
う
き
こ
と
の
　
聞
え
来
ざ
ら
む
　

　
　
〔
十
八
・
九
五
二

〕

　
　
　
　
野
と
な
ら
ば
　
鶉
と
な
き
て
　
年
は
へ
む
　
か
り
に
だ
に
や
は
　
君
は
来
ざ
ら
む
　

　
　
〔
十
八
・
九
七
二

〕

（
８
）
　
「
や
」
と
「
む
」
の
呼
応
し
た
表
現
が
作
者
自
身
の
こ
と
を
詠
嘆
を
こ
め
て
の
べ
る
の
に
も
ち
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
澤
瀉
久
孝
の
「
「
か
」
よ

り
「
や
」
へ
の
推
移
」
〔
『
萬
葉
の
作
品
と
時
代
』
（
一
九
四
一
年
）
〕
と
い
う
論
考
に
指
摘
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
に
は
、

木
下
正
俊
の
「
「
欺
く
や
嘆
か
む
」
と
い
う
語
法
」
〔
『
萬
葉
集
研
究
』
第
七
集
（
一
九
七
八
年
）
〕
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
木
下
の
論
を
参
考

に
し
て
２
と
NR
〜
NT
の
四
例
の
構
文
や
表
現
を
論
じ
た
も
の
に
、
鈴
木
義
和
の
「
上
代
語
に
お
け
る
〈
〜
已
然
形
＋
や
、
〜
む
〉
型
の
文
に
つ
い

て
」
〔
『
園
田
国
文
』
６
（
一
九
九
一
年
）
〕
が
あ
る
が
、
こ
の
鈴
木
の
論
は
、
２
の
「
家
念
は
ざ
ら
む
」
と
い
う
表
現
の
特
殊
性
に
気
づ
い
て

い
な
い
こ
と
そ
の
他
の
お
お
く
の
点
で
視
点
が
本
稿
の
そ
れ
と
お
お
き
く
ず
れ
て
お
り
、
そ
の
帰
結
も
ま
た
本
稿
と
は
別
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

（
日
本
語
日
本
文
学
科
　
教
授
）
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