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『
目
本
書
紀
』
テ
ク
ス
ト
に
ワ
ザ
ウ
タ
と
称
さ
れ
て
い
る
一
群
の
歌
謡
が
あ

る
。
「
童
謡
」
あ
る
い
は
「
謡
歌
」
と
記
さ
れ
る
も
の
で
、
紀
一
…
・
ｍ
・
ｍ
・

ｍ
・
脳
・
脳
・
閉
・
閉
・
〃
・
閉
番
歌
で
あ
る
。
そ
の
他
に
紀
ｍ
番
歌
の
猿
の

歌
も
内
容
か
ら
ワ
ザ
ゥ
タ
に
加
え
る
と
全
都
で
十
一
首
で
あ
る
。
皇
極
．
斉
明

・
天
智
の
三
代
に
限
ら
れ
、
し
か
も
『
古
事
記
』
テ
ク
ス
ト
に
は
み
ら
れ
ぬ
特

殊
な
歌
謡
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
謡
群
に
つ
い
て
は
中
国
の
史
書
の
中
に
現

わ
れ
る
童
謡
を
見
倣
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
注
１

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
土
橋
寛
先
生
は
「
何
ら
か
の
杜
会
的
異
変
に
際
し
て
、

誰
が
歌
い
出
し
た
と
も
な
く
歌
わ
れ
た
歌
謡
の
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ

ら
に
ワ
ザ
ウ
タ
は
、
　
「
独
立
歌
謡
と
し
て
の
顔
と
前
兆
の
歌
と
し
て
の
顔
と
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２

つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
阪
下
圭
八
氏
は
、

　
　
　
　
　
「
音
謡
」
の
様
式

「
わ
ざ
う
た
は
古
代
王
権
の
授
受
に
関
し
た
事
件
と
付
合
さ
れ
、
あ
る
い
は
暗

六
裡
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
の
は
や
り
歌
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
、
　
「
書
紀
の
童
謡
は
実
際
そ
の
時
々
の
流
行
歌
を
し
る
し
て
い
る
と
は
限

ら
ず
、
中
に
は
、
述
作
者
の
作
意
に
よ
っ
て
、
事
件
と
は
無
縁
な
民
間
歌
謡

・
創
作
歌
が
は
め
こ
ま
れ
た
例
も
あ
っ
た
と
せ
ね
ぱ
た
る
ま
い
。
」
と
し
て
い

注
３

る
。　

こ
の
よ
う
淀
視
点
か
ら
の
立
論
の
方
法
ぱ
と
り
わ
げ
次
の
よ
う
な
五
点
に
集

約
さ
れ
る
。

１２３４５

杜
会
的
異
変
な
い
し
事
実
の
想
定

付
会
な
い
し
は
暗
々
裡
の
結
合

不
特
定
の
民
衆
の
は
や
り
歌

前
兆
性
と
批
評
性

独
立
歌
謡
か
創
作
歌
か

一
三



　
　
　
　
　
「
音
謡
」
の
様
式

　
こ
の
よ
う
に
従
来
の
ワ
ザ
ウ
タ
論
で
は
、
歌
謡
の
実
体
、
機
能
を
主
と
し
て
、

そ
れ
が
杜
会
的
事
象
ま
た
は
所
伝
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
が
問
題

に
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
か
で
、
中
国
の
史
書
と
の
関
係
や
、

独
立
歌
謡
の
転
用
な
い
し
引
用
の
問
題
に
触
れ
る
論
が
、
わ
ず
か
に
編
集
の
方

法
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
目
本
書
紀
テ
ク
ス
ト
に
固
有
な

ワ
ザ
ウ
タ
の
方
法
を
、
編
集
の
方
法
の
問
題
と
し
て
提
え
直
し
た
い
。
そ
の
際
、

歌
謡
の
様
式
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ワ
ザ
ウ
タ
と
し
て
編
集
さ

れ
る
内
在
的
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

）２（

　
ワ
ザ
ウ
タ
が
、
実
際
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
付
会
で
あ
る
か
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
な
れ
ぱ
目
本
書
紀
テ

ク
ス
ト
を
史
書
と
し
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
帰
す
る
。
あ
る
い
は
ワ
ザ

ウ
タ
に
つ
い
て
の
杜
会
的
機
能
、
よ
り
根
源
的
に
は
呪
的
機
能
に
つ
い
て
の
間

い
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
他
な
ら
ぬ
古
代
文
学
学
の
対
象
と
た
る
の
は
、
独
立

歌
謡
か
創
作
歌
か
と
い
う
間
い
と
み
え
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
く
り
か
え

し
い
え
ぱ
そ
の
事
件
に
随
伴
す
る
流
行
歌
か
あ
る
い
は
事
件
と
は
無
縁
の
歌
謡

か
と
す
る
立
論
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
も
っ
と
い
え
ぱ
、
事
件
を
編

述
し
た
日
本
書
紀
編
集
者
の
チ
に
よ
る
採
録
歌
謡
か
、
あ
る
い
は
擬
似
採
録
歌

謡
か
の
間
題
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
事
件
に
結
合
す
る
歌
謡
が
流
行
歌
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

て
成
立
し
伝
播
し
て
い
っ
た
証
左
を
み
い
出
し
得
な
い
か
ぎ
り
、
実
際
は
ワ
ザ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
４

ウ
タ
の
存
在
の
実
体
性
は
認
め
う
る
は
ず
が
な
い
。
益
田
勝
実
氏
は
「
書
紀
以

前
の
古
代
杜
会
」
に
「
政
治
的
諏
刺
歌
謡
流
行
の
風
潮
」
が
あ
っ
た
と
読
む
こ

と
は
、
ワ
ザ
ウ
タ
と
そ
れ
を
含
む
個
所
を
「
史
実
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ

り
、
「
歴
史
叙
述
の
手
法
」
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
、
と
指
摘
す
る
。

　
氏
の
立
場
は
ワ
ザ
ウ
タ
の
歴
史
的
な
存
在
と
歴
史
記
述
の
方
法
と
し
て
の
ワ

ザ
ウ
タ
の
存
在
と
は
別
の
こ
と
が
ら
と
し
て
み
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前

に
み
た
よ
う
な
一
種
の
歴
史
的
実
証
主
義
の
立
場
を
と
れ
ぱ
ワ
ザ
ウ
タ
の
い
っ

さ
い
は
事
件
へ
の
付
会
に
陥
い
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
来
の
研
究
が
つ
ま
る
と

こ
ろ
事
件
に
対
す
る
前
兆
で
あ
れ
批
評
で
あ
れ
、
ワ
ザ
ウ
タ
の
担
う
生
の
座
に

ふ
さ
わ
し
い
独
立
歌
謡
が
転
用
さ
れ
た
か
、
ま
た
は
そ
れ
が
み
い
だ
し
え
な
い

場
合
に
は
新
た
に
創
作
さ
れ
た
か
の
二
者
択
一
の
問
題
に
論
を
収
束
し
て
き
た

の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
採
録
歌
謡
か
擬
似
歌
謡
か
と
い
う
問
題
の
設
定
は
テ

ク
ス
ト
そ
れ
自
身
が
あ
る
伝
承
の
段
階
に
お
げ
る
編
集
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り

伝
播
論
へ
の
傾
斜
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
歴
史
的
事
件
に
伴
な
う
流
行

歌
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
１
事
件
に
密
着
し
て
初
め
て
歌
わ
れ

た
歌
謡
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
た
ら
た
い
。
む
し

ろ
、
歌
謡
そ
れ
自
体
が
織
り
な
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ

ク
ス
ト
の
段
階
に
お
い
て
、
テ
ク
ス
ト
編
集
者
の
企
図
を
担
っ
て
く
る
こ
と
を

強
調
し
て
お
か
た
く
て
は
た
ら
汰
い
。
し
か
し
、
書
紀
に
お
い
て
歴
史
を
叙
述



す
る
方
湊
と
し
て
ワ
ザ
ウ
タ
が
採
用
さ
れ
る
に
は
そ
れ
を
受
容
し
う
る
だ
げ
の

基
盤
が
我
が
国
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ぱ
天
智
紀
三
年

の
条
の
、

　
　
　
都
を
近
江
に
遷
す
。
是
の
時
に
ー
、
天
下
の
百
姓
、
都
遷
す
る
こ
と
を
願

　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
あ
ざ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
る
　
　
　
よ
　
る
　
　
み
づ
な
か
れ

　
　
は
ず
し
て
、
認
へ
諌
く
者
多
し
Ｃ
童
謡
亦
衆
し
。
目
目
、
夜
夜
、
失
火
の

　
　
処
多
し
。

の
記
事
は
全
く
中
国
の
史
書
編
述
の
模
傲
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ

な
い
歴
史
的
現
実
を
叙
事
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事

象
と
結
び
っ
け
て
多
田
一
臣
氏
は
、
ワ
ザ
ウ
タ
を
「
い
わ
ぼ
童
謡
の
存
在
は
そ

う
し
た
政
治
の
混
迷
、
動
揺
に
対
す
る
民
間
側
か
ら
の
一
つ
の
鋭
い
反
応
を
示

　
　
　
　
注
５

す
も
の
で
あ
る
」
と
実
体
化
し
て
い
る
が
、
歴
史
的
現
実
が
あ
っ
た
か
な
か
っ

た
か
と
い
う
こ
と
と
そ
の
よ
う
な
事
象
に
ワ
ザ
ウ
タ
が
結
び
っ
く
か
否
か
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
６

う
こ
と
は
次
元
を
異
に
す
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
神
田
秀
夫
氏
の
場
合
は
、
書

紀
の
編
述
と
結
び
つ
け
て
ワ
ザ
ウ
タ
の
存
在
を
と
ら
え
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て

よ
い
が
、
書
紀
の
ワ
ザ
ウ
タ
の
記
述
と
歴
史
的
玩
実
と
し
て
の
ワ
ザ
ウ
タ
の
存

在
と
の
関
係
に
っ
い
て
は
「
ほ
ん
も
の
の
『
童
謡
』
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ

が
彼
ら
編
纂
老
の
眼
か
ら
見
る
と
、
あ
ま
り
に
１
す
さ
ま
じ
く
て
、
リ
ァ
ル
で
あ

り
す
ぎ
る
た
め
に
、
他
の
も
の
と
す
り
か
え
て
緩
和
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思

う
」
と
、
リ
ア
ル
な
「
童
謡
」
の
現
実
杜
会
に
お
げ
る
存
在
を
認
め
、
し
か

も
そ
の
ま
ま
史
実
に
は
と
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
す
り
か
え
て
書
紀
に
記
述
し
た
と

　
　
　
　
　
「
童
謡
」
の
様
式

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
は
た
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
童
謡
の
現
実
杜

会
に
お
け
る
実
体
性
に
っ
い
て
は
論
証
が
不
可
能
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
に
の
べ

た
。
む
し
ろ
問
題
は
、
歌
謡
が
ど
の
よ
う
な
様
式
を
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
杜
会

的
事
象
と
結
び
っ
き
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
目
本
書

紀
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
叙
述
の
方
法
と
し
て
ど
の
よ
う
た
仕
組
み
を
有
し
て
い
る

の
か
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
様
式
の
中
核
を
な
す
鍵
語
を
ど
の
よ
う
に
解
読
す

る
か
に
よ
っ
て
構
造
を
み
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ワ
ザ
ウ
タ
が
ほ
か
た

ら
ぬ
伝
承
で
あ
り
っ
づ
け
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
が
不
可
分
で

あ
る
。
ワ
ザ
ウ
タ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
予
兆
１
１
実
現
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ

て
っ
く
り
出
さ
れ
た
仕
掛
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
ワ
ザ
ウ
タ
の
呪
的
機
能
の
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
７

目
が
あ
る
の
で
あ
り
、
存
在
理
由
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
は
す
で
に

ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
、
は
た
し
て
、
ワ
ザ
ウ
タ
が
、
予
兆

１
１
実
現
と
い
う
枠
組
を
も
っ
て
伝
承
の
各
段
階
に
お
い
て
織
り
な
さ
れ
る
と
し

て
、
い
か
な
る
構
造
と
様
式
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
の
か
が
あ
ら
た
め
て
問

わ
れ
る
。

　
そ
の
問
い
は
歌
謡
を
「
暗
示
的
、
付
会
的
」
な
側
面
に
お
い
て
解
釈
し
、
そ

こ
に
１
あ
る
種
の
暗
楡
的
な
修
辞
法
を
指
摘
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
は
し
な
い
。

そ
の
際
、
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
が
「
諺
は
許
刀
和
邪
」
と
訓
み
、
「
和

　
　
　
喜
ウ
タ
ワ
ザ
一
ヒ
ワ
ザ
ヲ
ギ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
８

邪
は
、
童
謡
、
禍
、
俳
優
な
ど
」
と
同
じ
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
や
守
部
の
説

に
－
っ
い
て
も
再
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
伝
承
断
片

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
「
音
謡
」
の
様
式

と
し
て
の
ワ
ザ
ウ
タ
が
い
か
に
編
集
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
自
体
の
織
り
な
さ

れ
か
た
と
、
そ
れ
が
新
た
な
生
の
座
で
織
り
な
さ
れ
る
と
き
の
役
割
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ワ
ザ
ウ
タ
は
、
た
だ
そ
の
呼
称
に
お
げ
る
文
字
づ
か
い
と
し

て
「
童
謡
」
と
あ
て
ら
れ
る
だ
げ
で
あ
っ
て
、
「
童
謡
は
、
単
に
子
ど
も
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
９

た
と
い
う
の
で
な
く
て
、
巷
間
に
う
た
わ
れ
る
僅
謡
を
さ
し
た
よ
う
で
あ
る
」

と
か
「
こ
の
文
字
づ
ら
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
童
謡
、
わ
ら
べ
歌
の

仲
問
と
と
ら
れ
そ
う
だ
が
、
そ
し
て
両
者
の
間
に
は
何
程
か
通
い
合
う
点
の
あ

る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
し
か
し
『
わ
ざ
う
た
』
に
は
童
謡
と
い
う
名
義
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
０

蔽
え
た
い
古
代
独
特
の
意
味
や
機
能
が
潜
ん
で
い
た
」
と
み
る
こ
と
で
す
む
の

か
ど
う
か
を
問
い
直
し
た
い
。

）３（

　
ワ
ザ
ウ
タ
を
ワ
ザ
ウ
タ
と
し
て
支
え
て
い
る
様
式
性
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
の
こ
と
は
折
口
学
の
指
摘
す
る
「
わ
ざ
う
た
に
対
し
て
わ
ざ
こ
と
を
考
へ
る

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
よ
く
訣
る
。
り
ず
む
の
緊
密
な
も
の
と
弛
い
も
の
と
の
相
違
を
認
め
て
も
よ

注
ｕい

」
と
い
う
よ
う
た
「
う
た
」
と
「
こ
と
」
と
の
区
分
だ
げ
で
は
す
ま
さ
れ
た

い
。
他
な
ら
ぬ
「
わ
ざ
」
そ
れ
自
体
の
、
ド
ロ
ー
メ
ノ
ソ
に
お
い
て
で
あ
れ
、

レ
ゴ
ー
メ
ノ
ソ
に
お
い
て
で
あ
れ
、
ま
さ
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ス
と
し
て
の
様
式

と
構
造
と
し
て
見
え
て
く
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
「
子
供
や
大

人
に
共
通
し
て
歌
わ
れ
続
げ
て
き
た
唄
や
唱
え
言
の
表
層
的
た
表
現
の
基
層
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ

あ
る
構
造
が
、
現
状
で
は
、
わ
ら
べ
唄
の
中
に
よ
り
多
く
原
型
を
残
し
て
い

る
」
の
で
あ
り
、
「
わ
ら
べ
唄
の
場
と
発
想
も
ま
た
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
表
現
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
２

型
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
わ
ら
べ
唄
の
テ
ク
ス
ト
を
支
え
る
表
現
定
型
、
伝
承
史
的
方
法
論

の
用
語
を
も
っ
て
す
れ
ぱ
、
表
示
枠
は
、
ワ
ザ
ウ
タ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
表
示
枠
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
た
鍵
語
が
配
置
さ

れ
て
い
る
か
が
明
確
に
た
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
具
体
的
に
ワ
ザ
ウ
タ
の
表
現

を
分
析
し
、
様
式
を
記
号
化
す
る
こ
と
に
よ
り
図
示
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
ｌ
Ｂ
Ｉ

　
¢
岩
の
上
■
に
　
小
猿
米
焼
く

　
　
Ａ
米
だ
に
も
甘
食
げ
て
通
ら
せ
韓
の
薫
　
　
　
一
鼎
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ

◎
向
つ
峰
に

〃

立
て
る
夫
ら
が
柔
手
こ
そ

我
が
手
を
取
ら
め

誰
が
裂
手

　
　
　
Ａ

遠
方
の

　
　
甘

　
　
　
　
　
Ｂ

裂
手
そ
も
や
　
我
が
手
取
ら
す
も
や

　
　
　
Ｂ
と
よ
も

浅
野
の
薙
　
響
さ
ず

我
は
寝
し
か
ど

（
紀
０
８
）

　
１

＠＠
〃Ａ

人
そ

小
林
に

　
　
Ｂ

響
す

　
我
を
引
き
入
れ
て

　
　
　
Ａ
　
　
　
　
Ｂ

軒
し
人
の

面
も
　
知
ら
ず
　
家
も
　
知
ら
ず
も

Ａ
　
　
　
　
Ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
　
彫

平
優
儀
の
作
れ
る
　
尾
上
田
を
　
雁
雁
の
食
ら
ふ

Ａ
　
　
　
　
Ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
　
取

御
狩
の
　
弛
み
と
　
尾
上
田
を
　
雁
雁
の
食
ら
ふ

Ａ
　
　
　
Ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
彫

御
言
弱
み
と
　
尾
上
田
を
雁
雁
の
食
ふ
ふ

　
　
　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ

打
橋
の
　
頭
の
遊
び
に
　
出
で
ま
せ
子

（
紀
ｍ
）

（
紀
ｕ
）

　
１

　

　
注
１
３

（
紀
２
２
）

　
１

＠



玉
手
の
家
の

出
で
ま
し
の

玉
手
の
家
の

　
　
Ａ

〃 八
重
子
の
刀
自
。

一

悔
い
は
あ
ら
じ
ぞ
、

八
重
子
の
刀
自
。

　
Ｂ

Ｂ
出
で
ま
せ
子
。

（
紀
２
４
）

　
１

　
¢
橘
は
　
己
が
枝
枝
生
れ
れ
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
Ｉ
－
ｌ
Ｉ
Ｂ

　
　
　
玉
に
貫
く
時
　
同
じ
緒
に
責
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
妬
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ

　
＠
　
み
吉
野
の
　
吉
野
の
鮎
　
鮎
こ
そ
は
　
島
辺
も
良
き

　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
１
砂

　
　
　
え
苦
し
ゑ
　
水
葱
の
下
芹
の
下
吾
は
苦
し
ゑ
（
紀
２
６
、
そ
の
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ

　
　
　
臣
の
子
の
　
八
重
の
紐
解
く
　
一
重
だ
に
　
い
ま
だ
解
か
ね
ば

　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
Ｂ

　
　
　
御
子
の
　
紐
解
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
２
６
、
そ
の
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
¢
は
Ａ
Ｂ
・
〃
甘
の
対
称
的
様
式
の
中
に
、
書
紀
編
集
の
生
の
座
に
即
し
て

い
え
ぱ
、
小
猿
と
山
羊
の
老
翁
の
対
照
性
を
暗
示
さ
せ
な
が
ら
、
後
に
そ
の
解

読
を
説
明
的
に
付
加
す
る
。
　
も
Ａ
Ｂ
・
〃
Ｒ
の
対
立
様
式
の
中
で
「
誰
が
裂

手
」
と
「
我
が
手
」
の
部
分
に
対
立
す
る
人
問
関
係
を
そ
れ
と
な
く
暗
示
さ
せ

て
お
い
て
解
読
を
後
に
ほ
ど
こ
す
。
次
の
　
の
場
合
も
Ａ
Ｂ
・
〃
Ｒ
の
対
称
的

様
式
を
も
ち
、
基
層
的
に
み
れ
ぱ
「
浅
野
の
雑
」
と
「
人
」
と
は
対
照
性
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
ｕ

つ
。
し
た
が
っ
て
「
浅
野
の
薙
」
と
「
我
」
と
は
ホ
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
毘
係
と
し

て
歌
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
書
紀
編
集
の
生
の
座
で
は
む
し
ろ

「
我
」
と
「
人
」
と
の
対
照
に
置
き
直
さ
れ
対
立
す
る
人
問
関
係
を
暗
示
す
る

歌
と
し
て
織
り
直
さ
れ
て
い
る
。
＠
は
基
層
的
に
は
Ａ
Ｂ
・
〃
甘
の
部
分
が
妻

問
い
た
ど
を
歌
っ
た
鍵
語
と
考
え
ら
れ
る
が
、
書
紀
編
集
の
生
の
座
か
ら
見
る

　
　
　
　
　
「
童
謡
」
の
様
式

と
「
我
」
と
「
人
」
と
の
部
分
の
方
が
む
し
ろ
ウ
ヱ
ィ
ト
を
占
め
て
と
ら
え
ら

れ
、
対
立
す
る
人
間
関
係
を
暗
示
す
る
。
＠
も
Ａ
Ｂ
・
〃
Ｒ
の
対
称
的
様
式
で

　
　
　
　
　
　
　
注
１
５

「
平
偲
倭
」
と
「
雁
雁
」
の
対
照
性
、
天
皇
の
「
御
狩
」
「
御
言
」
の
軟
弱
さ

と
「
雁
雁
」
（
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
を
暗
諭
し
た
も
の
か
）
の
勝
利
と
の
対
照

性
で
み
ご
と
に
両
者
が
対
立
・
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
＠
に
も
Ａ
Ｂ
・
〃
甘

の
対
称
的
様
式
が
み
と
め
ら
れ
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
対
称
的
様
式
は
対
立
す

る
人
問
関
係
を
暗
示
す
る
と
こ
ろ
の
対
照
性
を
包
み
こ
ん
で
い
た
が
、
こ
の
場

注
１
６合

は
そ
う
い
っ
た
対
照
性
は
な
い
。
む
し
ろ
呼
び
か
げ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

「
（
出
で
ま
せ
）
子
」
「
八
重
子
の
刀
自
」
の
部
分
が
お
そ
ら
く
は
解
読
性
を
も

た
せ
た
と
こ
ろ
の
編
集
句
に
か
か
わ
る
部
分
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
¢
は

Ａ
Ｂ
・
〃
甘
の
対
称
的
様
式
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
中
で
様
式
の
面
か
ら
考
え
て

み
る
と
「
橘
」
が
「
渡
来
人
の
叙
爵
」
を
比
職
す
る
も
の
で
は
な
く
単
純
に
渡

来
人
を
比
膝
す
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
橘
の
実
を
「
玉
に
貫
く
」
と
い
う
の

は
、
前
述
の
記
述
か
ら
多
く
の
百
済
人
に
叙
爵
を
行
っ
た
こ
と
が
ら
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
や
り
方
を
讃
め
て
い
る
の
か
、
非
難
し
て
い
る
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
７

論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
已
が
枝
々
生
る
」
と
「
同
じ
緒
に
貫
く
」

を
い
か
に
解
読
す
べ
き
か
。
Ｂ
・
Ｒ
の
部
分
を
　
と
同
じ
対
立
的
な
対
称
様
式

と
み
て
、
こ
の
場
合
異
国
人
に
対
す
る
異
常
た
ま
で
の
優
遇
措
置
に
対
し
て
わ

が
国
に
お
げ
る
官
人
た
ち
の
非
難
と
解
読
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
＠
も
Ａ
Ｂ
・
〃

Ｒ
の
対
称
的
様
式
で
「
吉
野
の
鮎
」
と
「
吾
」
と
が
対
照
性
を
も
っ
て
配
置
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
「
音
謡
」
の
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
８
　
　
　
　
　
　
　
　
注
１
９

れ
て
い
る
。
　
「
吾
」
を
大
友
皇
子
と
解
す
べ
き
か
、
大
海
人
皇
子
と
す
べ
き
か

が
従
来
問
題
に
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
＠
の
歌
の
様
式
と

と
も
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
は
Ａ
Ｂ
・
〃
Ｒ
の
対
称
的
様
式
を
も
ち

「
臣
の
子
」
（
近
江
朝
の
宮
臣
た
ち
）
と
「
皇
子
」
（
犬
海
人
皇
子
）
と
が
対
照

的
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
＠
は
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

　
　
　
注
２
０

る
。
高
木
氏
は
「
水
葱
の
下
芹
の
下
」
の
句
は
吉
野
で
の
皇
子
の
苦
し
み
を
表

現
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
ワ
ザ
ウ
タ
に
お
げ
る
様
式
の
面
か
ら
み
た

場
合
、
　
「
吉
野
の
鮎
」
と
「
吾
」
と
の
対
照
性
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
天
智
天
皇
御
崩
の
直
後
に
置
か
れ
た
＠
の
歌
は
父
帝
に
死
な
れ
て
と

ま
ど
う
大
友
皇
子
の
苦
悩
を
歌
っ
た
も
の
と
し
た
方
が
よ
い
か
ら
、
　
「
吾
」
を

大
友
皇
子
と
す
る
厚
顔
抄
等
の
説
を
支
持
し
た
い
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
対
称
的
様
式
を
も
っ
て
歌
わ
れ
た
伝
承
断
片
を
書

紀
編
集
の
生
の
座
に
も
と
づ
く
歴
史
的
事
象
に
。
か
か
わ
る
人
間
関
係
や
こ
と
が

ら
に
う
ま
く
織
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
ワ
ザ
ウ
タ
と
し
て
コ
ー
ド
化
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
ワ
ザ
ウ
タ
と
は
そ
の
よ
う
に
暗
楡
す
る
も
の
や

こ
と
が
ら
を
コ
ー
ド
化
し
う
る
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
対
称
的
様
式
を
も
つ
歌
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
が
特
に
ワ
ザ
ウ
タ
と
し
て
の
伝
承
性
を
保
証
し
て
い
る
と
い

っ
た
方
が
よ
り
正
確
と
い
え
よ
う
。

）４（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
先
に
み
た
よ
う
狂
一
定
の
様
式
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
、
伝
承
断
片
と
し

て
の
ワ
ザ
ウ
タ
が
特
定
の
生
の
座
に
よ
っ
て
織
り
汝
さ
れ
る
際
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
に
編
集
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
ワ
ザ
ゥ
タ
で
あ
る
と
解
釈
で
き

る
枠
組
み
、
具
体
的
に
い
う
と
、
ワ
ザ
ウ
タ
が
事
変
と
結
合
す
る
枠
組
み
、
す

な
わ
ち
ワ
ザ
ウ
タ
（
予
兆
）
１
１
実
玩
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ

た
仕
掛
げ
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
、
書
紀
の
編
集
句
を
と
り
出

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
か
ら
ワ
ザ
ウ
タ
の
編
集
の
企
図
を
知
り
う
る
の

で
あ
る
。

　
ま
ず
歴
史
記
述
の
七
ヵ
所
の
部
分
に
「
童
謡
」
「
謡
歌
」
が
歌
わ
れ
た
と
い

う
事
象
を
記
す
編
集
句
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
と
り
上
げ
ら
れ
よ
う
。

　
¢
干
時
、
有
二
童
謡
盲
（
皇
極
二
年
十
月
の
条
）
　
　
　
　
紀
ｗ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

　
　
猿
猶
合
眼
歌
目
（
皇
極
三
年
六
月
の
条
）
　
　
　
　
　
紀
１
０

　
　
　
干
時
、
有
二
謡
歌
三
首
↓
（
皇
極
三
年
六
月
の
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
己
０
９
一
１
０
一
ｕ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
１
一
　
　
１
■
一
　
　
１
↓

　
＠
有
二
童
謡
盲
（
斉
明
六
年
十
二
月
の
条
）
　
　
　
　
　
　
　
紀
閉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

　
　
童
謡
目
（
天
智
九
年
五
月
の
条
）
　
　
　
　
　
　
　
紀
ｕ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
＠
　
童
謡
云
（
天
智
十
年
正
月
の
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
１
２

　
¢
　
子
時
、
童
謡
目
（
天
智
十
年
十
二
月
の
条
）
　
紀
閉
・
〃
・
閉

が
そ
れ
で
あ
る
。
　
の
み
は
「
童
謡
」
な
い
し
「
謡
歌
」
の
表
現
を
持
た
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
１
　
　
　
　
め
ひ
し

所
で
ワ
ザ
ゥ
タ
と
認
め
な
い
説
も
あ
る
。
猿
が
合
眼
き
て
と
い
う
の
は
、
目
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
２

閉
じ
て
実
相
を
よ
く
見
る
」
と
い
う
仏
教
用
語
で
あ
り
、
そ
の
猿
が
歌
を
歌
う

と
い
う
こ
と
は
猿
が
未
来
を
予
見
し
て
歌
っ
た
と
い
う
意
で
あ
り
、
後
に
記
述

さ
れ
た
「
此
は
是
…
…
兆
な
り
」
の
編
集
句
か
ら
み
て
も
明
ら
か
に
ワ
ザ
ウ
タ

と
し
て
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
編
集
句
を
用
い
た
歴
史
記
述
の
部
分
に
。
表
現
さ
れ
た
ワ
ザ
ウ

タ
の
表
わ
れ
方
を
み
て
ゆ
く
と
、
次
の
よ
う
な
図
で
示
し
た
三
つ
に
パ
タ
ー
ソ

化
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
Ａ
　
歴
史
的
事
変

　
　
　
ワ
ザ
ウ
タ
（
紀
ｍ
・
ｍ
・
…
…
・
ｍ
・
ｍ
）

　
　
　
時
人
・
或
人
・
編
老
に
よ
る
歌
の
解
読

　
　
　
く
…
…
に
職
ふ
、
…
…
相
な
り
、
…
…
兆
な
り
Ｖ

　
Ｂ
　
歴
史
的
事
象

　
　
　
怪
・
兆

　
　
　
ワ
ザ
ウ
タ
（
紀
…
…
・
ｍ
・
川
一
・
閉
）

　
Ｃ
　
歴
史
的
事
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
　
　
　
一
」
○
　
　
　
（
ｏ
　
　
　
ワ
‘
　
　
ｏ
ｏ

　
　
　
ワ
ザ
ウ
タ
（
紀
２
・
２
・
２
・
２
・
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
上
　
　
　
１
■
　
　
　
１
↓
　
　
　
１
■
　
　
　
１
■

こ
の
う
ち
、
先
に
み
た
　
の
皇
極
三
年
六
月
の
条
の
箇
所
だ
け
は
Ａ
・
Ｂ
い
ず

れ
を
も
含
ん
だ
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
Ａ
の
具
体
例
を
あ
げ
る
と
、

　
Ａ
　
皇
極
二
年
十
月
の
条

　
　
　
蘇
我
入
鹿
、
独
り
謀
り
て
、
上
官
の
王
等
を
廃
て
て
、
古
人
大
兄
を
立

　
　
　
　
　
「
童
謡
」
の
様
式

　
　
　
て
て
天
皇
と
せ
む
と
す
。
時
に
、
童
謡
有
り
て
日
は
く
、

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ま
し
し

　
　
　
岩
の
上
に
　
小
猿
米
焼
く
　
米
だ
に
も
　
食
げ
て
通
ら
せ
　
山
羊
の

　
　
　
　
を
　
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７

　
　
　
　
老
翁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
１
０
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
わ
さ
う
た
　
　
こ
た
へ

　
　
　
時
人
、
前
の
謡
の
応
を
説
き
て
日
は
く
、
「
イ
ハ
ノ
ヘ
ニ
と
い
ふ
を

　
　
　
以
ち
て
は
、
上
官
に
職
ふ
。
コ
サ
ル
と
い
ふ
を
以
ち
て
は
、
林
臣
に
職

　
　
　
ふ
淋
駈
鮒
ギ
コ
メ
ヤ
ク
と
い
ふ
を
以
ち
て
は
、
上
官
を
焼
く
に
楡
ふ
。

　
　
　
コ
メ
ダ
ニ
モ
タ
ゲ
ラ
ト
ホ
ラ
セ
カ
マ
シ
シ
ノ
ヲ
ヂ
と
い
ふ
を
以
ち
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
み
ぐ
し
ふ
　
ふ
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ま
し
し

　
　
　
山
背
王
の
頭
髪
班
雑
毛
に
し
て
、
山
羊
に
似
た
ま
へ
る
に
楡
ふ
。
又
其

　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
　
　
　
し
る
し

　
　
　
の
宮
を
棄
捨
て
て
、
深
き
山
に
匿
れ
ま
す
相
な
り
」
と
い
ふ
。

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
皇
極
紀
に
み
え
る
¢
～
　
の
三
例
は
¢
は
「
時

の
人
」
、
　
は
編
者
、
　
は
「
或
人
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ワ
ザ
ゥ
タ
の
解
釈
者
と
し

て
編
集
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
『
…
…
相
な
り
』
と
い
ふ
」
と
か
「
『
、

兆
た
り
』
と
い
ふ
」
と
い
っ
た
編
集
句
（
解
釈
的
付
加
部
分
）
を
伴
い
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
３

ワ
サ
ウ
タ
の
呪
的
機
能
を
明
示
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
　
は
「
移
風
ら
む
と
す

　
　
注
２
４

る
兆
た
り
」
と
並
列
し
て
謡
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
っ
の
謡
歌
が

前
兆
歌
で
あ
る
こ
と
を
し
る
し
づ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
，
Ｂ
と
し
て
の
具
体
例
を
あ
げ
る
。

　
Ｂ
　
斉
明
六
年
十
二
月
の
条

　
　
　
是
歳
、
百
済
の
為
に
将
に
新
羅
を
伐
た
む
と
欲
し
て
、
及
ち
駿
河
国
に
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
「
童
謡
」
の
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

　
　
　
勅
し
て
船
を
造
ら
し
む
。
－
…
・
或
い
は
救
軍
の
敗
績
れ
む
怪
と
い
ふ
こ

　
　
　
と
を
知
る
。
童
謡
有
り
て
目
は
く
、

　
　
　
　
ひ
ら
く
つ
ま
　
　
　
　
　
　
を
の
へ
だ
　
　
　
か
り
が
り

　
　
　
　
平
偲
儀
の
作
れ
る
　
尾
上
田
を
　
雁
雁
の
食
ら
ふ

　
　
　
　
み
か
り
　
　
た
わ
　
　
　
　
　
　
を
の
へ
　
だ
　
　
　
　
　
か
り
が
り

　
　
　
　
御
狩
の
弛
み
と
　
尾
上
田
を
　
雁
雁
の
食
ら
ふ

　
　
　
　
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
へ
　
だ
　
　
　
　
か
り
が
り

　
　
　
　
智
言
　
弱
み
と
　
尾
上
田
を
　
雁
雁
の
食
ら
ふ
　
　
　
　
（
紀
２
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

こ
の
場
合
、
童
謡
に
先
立
っ
て
事
変
に
関
す
る
記
述
が
た
さ
れ
、
そ
の
文
脈
中

に
「
救
軍
の
敗
績
れ
む
径
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
、
直
後
の
童
謡
も
そ
の
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

村
江
の
戦
い
に
敗
れ
る
こ
と
の
不
吉
匁
怪
の
歌
、
す
た
わ
ち
前
兆
歌
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
も
の
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
歌
の
内
容
は
単
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
５

前
兆
歌
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
批
判
を
帯
び
た
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
恐
ら
く

は
、
大
和
朝
廷
を
何
ら
か
の
移
で
批
判
し
た
歌
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

定
訓
を
み
た
い
難
訓
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
逆
に
推
定
で
き
よ
う
。
す

る
と
＠
は
前
兆
歌
で
あ
る
と
同
時
に
批
評
歌
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
ワ
ザ
ウ

タ
の
機
能
を
見
る
な
ら
ぽ
書
紀
の
童
謡
の
出
し
方
を
整
理
し
、
　
「
干
時
、
童
謡

日
」
と
「
子
時
」
を
前
を
置
く
彩
と
、
　
「
童
謡
目
」
と
そ
の
ま
ま
出
す
彩
の
二

つ
が
あ
る
と
し
、
「
そ
の
形
式
か
ら
さ
ら
に
前
兆
と
解
す
べ
き
も
の
」
「
後
の
批

評
と
解
す
べ
き
も
の
」
「
い
ず
れ
か
定
め
が
た
き
も
の
」
と
い
う
区
分
を
さ
れ

た
坂
本
信
幸
氏
の
見
解
は
示
唆
に
富
む
が
、
必
ず
し
も
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な

明
確
な
分
類
は
現
実
に
は
成
り
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
。
先
に
み
た
＠
を
と
り

あ
げ
て
み
て
も
、
前
兆
と
批
判
と
両
方
の
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
注
２
６

で
あ
る
。
ま
た
坂
本
氏
が
「
い
ず
れ
か
定
め
が
た
き
も
の
」
と
分
類
さ
れ
て
い

る
紀
一
二
四
番
歌
は
「
火
災
ア
ル
ベ
ケ
レ
バ
、
出
デ
遁
レ
ヨ
ト
、
サ
ト
ス
ナ

リ
」
と
す
る
「
厚
顔
抄
」
の
説
に
代
表
さ
れ
る
見
解
と
『
書
紀
集
解
』
な
ど
に

見
ら
れ
る
壬
申
の
乱
勃
発
の
前
兆
と
す
る
説
な
ど
に
大
き
く
分
か
れ
る
が
、
五

月
よ
り
以
前
の
四
月
の
法
隆
寺
の
火
災
の
後
で
童
謡
が
歌
わ
れ
た
と
い
う
の
は

納
得
で
き
な
い
。
四
月
の
法
隆
寺
火
災
の
記
事
や
、
大
雨
が
降
っ
た
り
、
雷
が

震
っ
た
り
の
記
事
は
、
五
月
の
童
謡
と
と
も
に
、
全
体
を
む
し
ろ
直
後
の
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
は
か
め

の
記
事
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
申
の
字
を
負
う
亀
が
出
た
こ
と
の
前
兆
と
し
て

理
解
し
た
方
が
理
解
し
や
す
い
。
　
「
出
で
ま
せ
子
」
の
「
子
」
は
「
亀
」
を
寓

意
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
「
申
」
の
字
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
何
を
指
し
た
か
分
か
ら
た
い
、
ナ
ゾ
め
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

そ
の
事
自
体
も
政
治
的
な
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
Ｃ
に
分
類
で
き
る
も
の
と
し
て
紀
二
一
五
番
歌
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
Ｃ
　
天
智
十
年
正
月
の
条

　
　
　
是
の
月
に
、
大
錦
下
を
以
て
、
佐
平
余
自
信
、
沙
宅
紹
明
雌
鞘
ぞ
に
授

　
　
　
く
。
小
錦
下
を
以
て
、
鬼
室
集
斯
騨
欄
に
授
く
。
　
（
中
略
）
童
謡
し
て

　
　
　
云
は
く
、

　
　
　
　
橘
は
已
が
枝
枝
生
れ
れ
ど
も
　
玉
に
貫
く
時
同
じ
緒
に
貫
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
２
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
百
済
人
の
叙
爵
を
讃
め
た
の
で
は
な
く
非



難
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を
支
持
し
た
い
。
ワ
ザ
ウ
タ
は
も
の
を
ほ
め
た
た
え

た
り
、
評
価
す
る
時
に
歌
わ
れ
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
は
用
い
ら
れ
た
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
¢
に
関
し
て
は
三
首
と
も
天
智
崩
御
直
後
の
歌
で
あ
る
が
、

契
沖
の
『
厚
顔
抄
』
を
は
じ
め
と
し
て
一
般
に
大
海
人
皇
子
と
そ
の
後
に
お
こ

る
壬
申
の
乱
に
関
わ
り
の
あ
る
歌
だ
と
し
、
壬
申
の
乱
の
前
兆
と
し
て
理
解
す

べ
き
と
い
う
見
解
が
と
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
三
首
は
「
そ
の
一
」
「
そ
の

二
」
「
そ
の
三
」
と
一
っ
に
統
括
で
き
る
も
の
と
し
て
編
者
に
よ
っ
て
意
識
的

に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
み
た
　
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
　
が
時

問
的
経
過
を
ふ
ま
え
て
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
¢
の
場
合
も
そ
う
考
え
て
よ
い
。

た
だ
¢
の
第
一
首
目
は
「
童
謡
」
の
様
式
性
と
も
か
か
わ
る
が
、
先
に
も
み
た

よ
う
に
「
吾
」
（
大
友
皇
子
）
と
「
吉
野
の
鮎
」
（
大
海
人
皇
子
）
を
歌
い
こ
ん

で
お
り
、
壬
申
の
乱
の
前
兆
歌
と
し
て
あ
と
の
二
首
と
一
括
し
な
く
て
も
、
こ

れ
は
直
前
の
天
智
崩
御
後
の
大
友
皇
子
の
心
境
を
風
刺
し
た
歌
と
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
あ
と
の
二
首
は
壬
申
の
乱
の
前
兆
歌
と
し
て
大
海
人
の
皇
子

の
動
き
を
ほ
の
め
か
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
分
類
の
Ａ
，
Ｂ
は
明
ら
か
に
事
変
の
前
兆
歌
と

し
て
の
機
能
を
も
っ
た
童
謡
と
し
て
の
枠
組
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
し
Ｂ
の
紀
二
二
一
番
歌
の
よ
う
に
、
前
兆
歌
の
側
面
と
批
評

歌
の
側
面
と
両
方
を
も
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
も
注
意
し
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

ま
た
Ｃ
の
場
合
も
、
例
と
し
て
み
た
紀
一
二
五
番
歌
は
批
評
歌
と
し
て
の
側
面

　
　
　
　
　
「
童
謡
」
の
様
式

が
強
い
が
、
他
の
紀
二
一
四
や
紀
二
一
七
、
二
一
八
な
ど
は
前
兆
歌
と
し
て
の

意
味
あ
い
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
枠
組
の
Ｂ
，
Ｃ
に
関
し
て
は
前
兆
歌

と
批
評
歌
と
の
明
確
な
分
類
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
と
も
と
童
謡
と
は
、
そ
の

両
面
性
を
本
来
的
に
有
し
て
い
た
歌
で
あ
っ
た
か
ら
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ワ
ザ
ゥ
タ
を
考
え
る
場
合
、
従
来
ワ
ザ
ウ
タ
の
語
義
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
７

考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
今
回
は
そ
れ
に
っ
い
て
の
結
論
を
出
す
こ
と
は
さ

し
ひ
か
え
た
い
。
た
だ
歌
で
表
出
さ
れ
る
言
が
後
に
事
と
な
っ
て
出
現
す
る
こ

と
が
現
実
に
は
よ
く
あ
る
。
し
か
も
そ
の
事
が
重
大
な
、
あ
る
い
は
深
刻
な
事

が
ら
（
人
問
に
と
っ
て
は
災
い
）
と
し
て
出
現
し
た
時
、
事
に
先
立
っ
て
歌
わ

れ
た
歌
は
不
吉
な
歌
、
わ
ざ
わ
い
を
も
た
ら
す
歌
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
の
不
吉
の
ウ
タ
の
存
在
は
、
た
と
え
ば
最
近
ま
で
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
２
８

わ
ら
べ
唄
の
中
に
も
い
く
つ
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
見
て
き
た
よ
う
に
、
ワ
ザ
ウ
タ
は
様
式
的
に
構
築
さ
れ
た
伝
承
断
片
と
認
め

な
げ
れ
ぼ
た
ら
た
い
。
わ
ら
べ
唄
も
ま
た
、
そ
の
構
造
や
様
式
に
お
け
る
共
有

性
を
も
っ
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
ワ
ザ
ゥ
タ
の
基
層
を
な
す
も
の
だ
と

い
え
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
伝
承
断
片
が
織
り
た
さ
れ
編
集
さ
れ
る

際
の
特
定
の
生
の
座
か
ら
要
求
さ
れ
る
解
読
に
。
よ
っ
て
「
事
」
と
「
言
」
と
の

関
係
が
決
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
ワ
ザ
ウ
タ
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



「
童
謡
」
の
様
式

独
立
歌
謡
か
創
作
歌
か
と
さ
れ
る
よ
う
な
次
元
の
課
題
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
機
会
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
－
　
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
上
』
五
六
三
頁
～
五
七
三
頁
。

注
２
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
　
日
本
書
紀
編
』
三
八
五
頁
。

注
３
　
阪
下
圭
八
『
初
期
万
葉
』
一
四
頁
。

注
４
　
益
田
勝
実
「
詩
妖
の
思
想
ー
ワ
ザ
ウ
タ
語
源
考
１
」
（
「
目
本
文
学
誌
要
」

　
　
第
；
二
号
）
。

注
５
　
多
田
一
臣
「
童
謡
覚
書
」
（
「
古
代
文
化
」
第
二
九
巻
第
四
号
）
。

注
６
　
神
田
秀
夫
「
日
本
書
紀
の
『
童
謡
』
」
（
『
鑑
賞
目
本
文
学
歌
謡
１
』
）
。

　
　
　
氏
に
よ
る
と
、
書
紀
編
纂
に
あ
た
っ
て
壬
申
の
乱
以
後
は
現
代
（
天
武
系
天
皇
）

　
　
に
っ
な
が
る
か
ら
、
暗
黙
の
制
約
を
受
げ
る
が
、
壬
申
以
前
は
そ
の
制
約
を
受
げ

　
　
な
い
。
そ
の
こ
と
を
天
智
紀
以
前
に
童
謡
が
集
中
す
る
玩
象
の
理
由
だ
と
す
る
。

注
７
　
拙
稿
「
『
日
本
書
紀
』
・
ワ
ザ
ウ
タ
の
構
造
」
（
上
田
正
昭
・
南
波
浩
編
『
日
本

　
　
古
代
論
集
』
）
一
七
二
頁
。

注
８
　
守
部
は
「
童
謡
と
は
、
時
の
異
変
を
善
悪
と
も
に
神
の
謡
は
し
め
給
ふ
を
云
。

　
　
　
　
わ
　
ざ

　
　
即
、
和
邪
は
、
神
態
の
和
邪
た
り
」
と
す
る
。

注
９
・
１
０
　
中
島
恵
子
「
童
詞
、
童
謡
の
宗
教
性
」
（
『
講
座
　
日
本
の
民
間
宗
教
』

　
　
７
）
。

注
ｕ
　
折
口
信
夫
「
上
世
日
本
の
文
学
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
二
巻
）
五
〇
四
頁
。

注
ｕ
　
拙
稿
「
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現
」
（
「
同
志
杜
国
文
学
」
第
二
〇
号
）
。

注
１
３
　
紀
二
一
二
番
歌
の
訓
読
は
土
橋
寛
・
小
西
甚
一
校
注
『
古
代
歌
謡
集
』
に
従
う
。

注
１
４
　
こ
の
歌
の
「
遠
方
の
浅
野
の
雑
」
と
「
響
さ
ず
我
は
寝
し
か
ど
」
の
関
係
を
ど

　
　
う
と
ら
え
る
か
が
問
題
に
な
る
。
一
般
に
「
浅
野
の
薙
」
ま
で
を
「
響
す
」
に
か

　
　
か
る
序
詞
と
と
ら
え
、
「
遠
方
の
浅
野
の
薙
。
（
そ
れ
は
声
を
立
て
て
鳴
く
が
）
私

　
　
は
声
を
立
て
ず
に
こ
っ
そ
り
と
寝
た
の
に
」
（
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
　
日
本
書
紀

注
１
５

注
１
６

注
１
７

注
１
８

注
１
９

注
２
０

注
２
１

二
二

編
』
三
四
一
頁
）
と
、
「
薙
」
と
「
我
」
と
は
対
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
場
合
「
雑
」
と
「
我
」
と
は
同
一
の
関
係
で
配
列
さ
れ
て
お
り
、
「
遠
方
の

雑
の
よ
う
に
声
を
立
て
ず
に
寝
た
の
に
」
と
解
釈
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
』
の
解
釈
に
従
い
、
こ
の
歌
を
大

和
朝
廷
の
軟
弱
さ
を
非
難
し
た
歌
と
し
て
位
置
づ
げ
た
。

　
こ
の
歌
謡
に
お
げ
る
基
層
性
は
わ
ら
べ
唄
の

　
　
と
ん
ぷ
さ
　
と
ん
ぷ
さ
　
お
と
ま
り
た
ん
よ

　
　
豆
の
ま
ん
ま
を
　
進
普
る
に
　
（
長
野
、
『
下
伊
那
民
謡
集
』
）

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
対
象
へ
の
呼
び
か
げ
」
十
「
行
為
・
動
作
の
命
令
・
禁
止
」

十
甘
言
と
い
う
枠
組
を
基
本
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
は
、
わ
ら
ぺ
唄

に
お
い
て
は
そ
の
表
層
の
構
造
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ワ
ザ

ゥ
タ
に
お
い
て
は
、
そ
の
深
層
の
構
造
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
言
別
』
に
お
い
て
「
橘
は
己
が
枝
々
に
成
れ
れ
ど
も
、
其
は
同
根
の
物
な
れ

ば
、
玉
に
貫
く
時
同
じ
緒
に
こ
そ
貫
げ
、
異
国
の
人
を
、
み
だ
り
に
吾
が
朝
廷
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら

引
入
れ
て
、
皇
国
の
旧
臣
と
同
じ
位
階
を
授
げ
給
ふ
事
は
何
事
ぞ
と
、
密
か
に
反

に
各
め
た
る
た
り
」
と
い
う
解
釈
を
行
い
、
叙
爵
の
行
為
に
対
す
る
非
難
の
歌
と

す
る
。
そ
れ
に
対
し
『
厚
顔
抄
』
『
落
葉
』
『
全
講
』
等
は
む
し
ろ
叙
爵
を
讃
め
る

立
場
に
立
つ
。

　
『
厚
顔
抄
』
『
落
葉
』
コ
言
別
』
等
の
諸
説
。

　
高
木
市
之
助
『
吉
野
の
鮎
』
他
。

　
高
木
市
之
助
『
吉
野
の
鮎
』
三
頁
～
六
頁
。

　
　
　
　
　
わ
ざ
う
た

　
坂
本
信
幸
「
童
謡
の
方
法
」
（
『
国
文
学
』
五
九
年
九
月
号
）
他
。

　
こ
の
歌
に
つ
い
て
氏
は
、
歌
詞
の
事
件
の
予
兆
と
し
て
の
寓
意
が
汲
み
取
れ
た

と
し
て
も
、
歌
い
手
が
猿
と
い
う
特
定
の
個
で
あ
る
点
に
於
い
て
、
書
紀
述
作
者

の
意
識
に
「
わ
ざ
う
た
」
と
は
考
え
ら
れ
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
と
さ
れ
る
が
、

歌
い
手
が
特
定
の
個
か
集
団
か
と
い
う
視
点
か
ら
だ
げ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
む



注
２
２

注
２
３

注
２
４

注
２
５

注
２
６

注
２
７

注
２
８

し
ろ
こ
の
場
合
、
猿
を
神
的
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
　
日
本
書
紀
編
』
三
三
六
頁
。

　
　
　
　
Ｌ
る
し
　
　
　
　
　
　
　
し
る
ま
し

　
「
…
…
表
な
ら
む
」
「
怪
」
の
表
現
を
と
も
た
い
た
が
ら
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る

箇
所
は
書
紀
に
お
い
て
「
童
謡
」
と
い
う
表
現
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
物
語
歌
と
し

て
語
ら
れ
た
、
崇
神
天
皇
の
条
の
和
珂
坂
上
の
少
女
が
武
埴
安
彦
の
謀
反
を
ス
ト

レ
ー
ト
に
１
告
げ
知
ら
せ
た
神
託
的
性
格
の
歌
を
載
せ
た
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
る
。

歌
が
そ
の
よ
う
た
枠
組
み
の
中
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
歌
を
ワ
ザ

ウ
タ
と
と
ら
え
る
見
解
も
あ
る
。
た
し
か
に
ワ
ザ
ウ
タ
的
性
格
を
も
つ
が
、
皇
極

紀
以
下
の
歴
史
的
記
述
の
中
で
の
ワ
ザ
ウ
タ
と
は
全
く
同
レ
ベ
ル
で
は
論
じ
ら
れ

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
た
い
で
お
く
。

　
　
と
き
か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ざ
し

　
「
移
風
ら
む
と
す
る
兆
な
り
」
の
「
移
風
」
は
土
橋
説
に
よ
る
と
、
王
者
の
徳

化
や
音
楽
に
よ
っ
て
風
俗
が
良
く
な
る
意
に
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
。
具
体
的
に

「
蘇
我
氏
が
王
と
な
っ
て
、
よ
い
時
代
に
変
わ
る
」
と
い
う
意
で
老
人
等
が
言
っ

た
の
か
否
か
に
。
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
老
人
等
の
い

っ
た
「
兆
」
と
い
う
語
は
次
の
童
謡
と
並
列
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
な
ら
、
老
人
等
の
言
葉
も
未
来
を
予
見
し
た
「
天
の
声
」
と
し
て
理
解
で
き
る
。

む
し
ろ
「
蘇
我
氏
が
王
と
な
っ
て
」
の
意
で
は
な
く
、
「
蘇
我
氏
に
何
か
が
お
こ

っ
て
、
王
者
の
徳
化
に
よ
っ
て
風
俗
が
よ
く
な
る
」
と
理
解
し
た
方
が
よ
い
。

　
土
橋
説
で
は
、
　
「
天
皇
の
御
命
令
が
弱
い
か
ら
雁
ど
も
が
来
て
食
う
の
だ
」
と

解
釈
し
、
「
大
和
朝
廷
の
対
新
羅
政
策
の
軟
弱
さ
を
非
難
し
た
歌
で
あ
り
、
お
そ

ら
く
百
済
系
渡
来
人
に
よ
る
述
作
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
わ
ぎ
う
た

　
前
出
「
童
謡
の
方
法
」
。

　
井
手
淳
二
郎
「
『
こ
と
わ
ざ
』
『
わ
ざ
う
た
』
語
義
考
」
（
「
国
語
国
文
」
第
二
十

一
巻
第
二
号
）
他
。

　
前
出
「
わ
ら
べ
唄
の
発
想
と
表
現
」
。

「
童
謡
」
の
様
式

二
三
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