
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

萬
葉
以
前
の
理
言
を
受
け
る
カ
ラ
ニ
に
っ
い
て

吉
　
　
野
　
　
政

ム
ロ

、
｝
ノ
、

１

　
　
　
　
　
　
こ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
一
阿
羅
禰
一
泊
て
て
居
て
か
く
や
恋
ひ
む
も
君

　
　
が
目
を
欲
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斉
明
紀
歌
謡
＝
＝
二
）

　
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
条
の
七
年
七
月
二
十
四
日
、
女
帝
は
朝
倉
宮
に
崩

御
。
八
月
一
日
、
そ
の
遺
骸
は
皇
太
子
中
大
兄
と
と
も
に
磐
瀬
宮
に
移
り
、
十

月
七
日
、
海
路
、
難
波
へ
と
向
か
っ
た
。
「
是
に
、
皇
太
子
、
一
所
に
泊
て
て
、

　
　
　
し
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
っ
う
た

天
皇
を
哀
慕
ひ
た
て
ま
っ
り
た
ま
ふ
。
乃
ち
、
口
号
し
て
日
く
」
と
し
て
、
掲

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
右
の
歌
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
に
は
、
記
紀
歌
謡
で
は
唯
一
の
例
で
あ
る
原
因
を
示
す
カ
ラ
ニ
が
見

ら
れ
る
。
萬
葉
集
よ
り
前
の
も
の
と
し
て
は
、
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
に
「
有
海

人
耶
、
因
己
物
以
泣
」
（
あ
ま
な
れ
や
、
お
の
が
も
の
か
ら
ね
な
く
）
と
い
う

諺
が
あ
り
、
こ
の
原
因
を
示
す
「
因
」
も
ヵ
ラ
と
訓
ま
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

こ
の
訓
み
は
古
い
も
の
を
伝
え
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
平
安
時
代
以
降
の
も

　
　
　
¢

の
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
は
参
考
に
と
ど
め
て
お
く
し
か
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
、

体
一
言
に
付
く
も
の
で
あ
り
、
カ
ラ
ニ
の
形
で
も
な
い
こ
と
に
お
い
て
も
、
斉
明

紀
歌
謡
の
例
と
は
一
応
区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
斉
明
紀

歌
謡
の
例
は
、
埋
言
に
付
い
て
原
因
を
示
す
カ
ラ
ニ
と
し
て
は
、
最
初
の
例
で

あ
り
、
こ
の
語
の
語
誌
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
例
の
カ
ラ
ニ
は
、
原
因
・
理
由
を
示
す
も
の
と
す
る
説
と
、

単
な
る
原
因
・
理
由
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
原
因
の
軽
い
点
を
強
調
す
る
感

情
表
出
に
主
眼
を
お
く
語
で
あ
っ
て
、
バ
カ
リ
・
バ
ッ
カ
リ
・
ダ
ケ
な
ど
で
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
る
の
が
適
当
な
も
の
と
す
る
説
と
が
現
在
で
は
対
立
し
て
い
る
（
か
っ
て

は
、
逆
接
の
ナ
ガ
ラ
・
ニ
モ
カ
カ
ハ
ラ
ズ
の
意
に
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

＠
る
が
、
現
在
で
は
採
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
）
。
そ
こ
で
、
い
ず
れ
の
説

が
妥
当
か
を
自
分
な
り
に
定
め
て
お
き
た
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
を
草
す
る
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



的
で
あ
る
。

君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

２

　
一
文
の
意
味
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
語
句
の
意
味
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
定

ま
る
も
の
だ
が
、
未
詳
の
語
の
意
味
は
、
一
文
全
体
の
構
成
や
前
後
の
語
句
の

意
味
用
法
か
ら
推
し
量
る
し
か
な
い
。
こ
の
カ
ラ
ニ
の
意
味
と
し
て
、
時
代
の

降
る
萬
葉
集
な
ど
の
例
か
ら
帰
納
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
な
い
で
、

白
紙
の
状
態
で
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
同
様
の
方
法
を
取
る
し
か
な
い
。

　
こ
の
歌
の
構
成
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
・
二
句
の
「
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
」
と
結
句
の

「
君
が
目
を
欲
り
」
と
が
、
言
葉
は
変
え
て
は
い
る
が
、
同
じ
意
味
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
土
橋
寛
氏
（
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
三
九
三
－
三
九
四
頁
）
は
、

古
代
歌
謡
の
構
成
原
理
を

　
　
１
　
一
首
の
歌
は
前
句
と
後
句
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
２
　
前
句
で
は
「
場
所
十
景
物
」
と
い
う
形
で
景
物
を
提
示
し
、
後
句
で

　
　
　
こ
れ
を
人
事
的
に
説
明
す
る
。

　
　
３
　
前
句
と
後
句
は
、
繰
返
し
に
よ
っ
て
統
一
・
連
繁
さ
れ
、
そ
の
形
式

　
　
　
に
は
脚
韻
式
繰
返
し
、
尻
取
式
繰
返
し
、
頭
韻
式
繰
返
し
の
三
つ
が
あ

　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
「
脚
韻
式
繰
返
し
」
形
式
の
も
っ
と

も
典
型
的
な
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
○
　
朝
霜
の
御
木
の
さ
小
橋

　
　
　
ま
え
つ
き
み
、

　
　
　
侍
臣
い
渡
ら
す
も
御
木
の
さ
小
橋
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

　
　
　
大
和
辺
に
行
く
は
誰
が
夫

　
　
　
こ
も
り
づ
の
下
よ
延
へ
つ
つ
行
く
は
誰
が
夫
　
　
　
　
　
　
（
記
五
六
）

こ
れ
ら
は
第
二
句
で
完
全
に
終
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
土
橋
氏
は
「
古

代
歌
謡
は
一
面
で
は
右
の
構
成
原
理
に
基
づ
く
対
立
様
式
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式

を
展
開
さ
せ
な
が
ら
、
他
面
で
は
対
立
様
式
か
ら
統
一
様
式
へ
の
変
化
を
も
見

せ
始
め
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
、
第
三
句
へ
続
い
て

い
く
勢
い
を
持
っ
例
が
、
そ
の
極
初
期
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
　
多
遅
比
野
に
寝
む
と
知
り
せ
ば

　
　
　
た
つ
一
．
一
も

　
　
　
防
壁
も
持
ち
て
来
ま
し
も
の
寝
む
と
知
り
せ
ば
　
　
　
　
　
（
記
七
五
）

　
　
　
う
る
は

　
＠
愛
し
と
さ
寝
し
さ
寝
て
ば

　
　
　
刈
薦
の
乱
れ
ば
乱
れ
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
（
記
八
○
）

　
ま
っ
た
く
の
同
一
語
句
の
繰
り
返
し
で
は
な
い
こ
と
で
は
異
な
る
が
、
問
題

と
す
る
「
君
が
目
の
」
の
歌
は
、
こ
の
例
　
＠
の
よ
う
な
例
と
同
じ
も
の
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
脚
韻
式
繰
返
し
」
形
式
の
も
の
で
、
後
句
で
新
た
に
付
加
さ
れ
た
こ
と
が



ら
は
、
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
が
ら
に
対
し
て
、

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

同
じ
意
味
関
係
に
立
つ
も
の
で

多
琵
野
に
パ
、
す
一
一
ち
て
一
－
－
－
一

愛
し
と
一
讐
Ｌ
衰
一
一
一
一
一

　
「
君
が
目
の
」
の
歌
に
お
い
て
も
、
第
三
・
四
句
で
新
た
に
付
加
さ
れ
た
内

容
は
繰
り
返
さ
れ
た
内
容
に
対
し
て
同
じ
意
味
関
係
に
た
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

り
一
∴
一
て
て
一
て
一
－
一
一
ひ
む
－

　
こ
の
点
を
押
さ
え
な
い
と
、
次
の
訳
の
よ
う
に
分
か
り
に
く
い
も
の
と
な
る
。

　
　
　
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
た
だ
あ
な
た
の
目
の
恋
し
い
ば
っ
か
り
に
こ
こ
に
舟
泊
り
し
て
い

　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
て
、
こ
れ
程
恋
し
さ
に
耐
え
な
い
の
も
、
あ
な
た
の
目
を
、
一
目
見
た

　
　
い
ば
か
り
な
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
）

こ
の
訳
で
は
、
二
つ
の
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
は
口
の
原
因
で
あ

り
、
二
は
ハ
の
原
因
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
訳
の
論
理
関
係
を
追
う
と
、

　
　
イ
の
原
因
で
口
し
て
い
て
、
ハ
な
の
も
、
二
が
原
因
な
の
で
す
。

と
な
る
が
、
イ
と
二
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
論
が
循
環
し
て
し
ま
う
の

　
　
　
　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

で
あ
る
。

３

　
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
が
ら
第
丁
二
句
の
「
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
」
と

結
句
の
「
君
が
目
を
欲
り
」
と
は
、
「
泊
て
て
居
て
か
く
や
恋
ひ
む
も
」
の
ど

の
部
分
に
係
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
述
の
ご
と
く
、
石
垣
謙
二
氏

（
「
助
詞
『
か
ら
』
の
通
時
的
考
察
」
、
『
助
詞
の
歴
史
的
研
究
』
所
収
）
は
「
泊

て
て
居
て
」
に
か
か
る
も
の
と
す
る
。
前
掲
の
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
の
訳

も
同
様
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
か
く
や
恋
ひ
む
も
」
の

「
む
」
の
働
き
を
考
え
る
と
、
「
か
く
や
恋
ひ
む
も
」
に
か
か
る
と
見
る
べ
き
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
助
動
詞
「
む
」
は
、
未
実
現
・
未
確
定
な
こ
と
が
ら
に
付
い
て
、
一
」
う
で
は

な
い
か
と
推
量
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
ら
に

「
む
」
が
付
く
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
確
か
な
こ
と
が
ら
を
不
確
か
な
こ
と

と
し
て
表
現
す
る
修
辞
法
、
椀
曲
表
現
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
「
む
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

Ａ
　
夢
に
だ
に
見
え
む
と
吾
れ
は
ほ
ど
け
ど
も
あ
ひ
し
思
は
ね
ば
う
べ
見
え
ざ

　
　
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
４
・
七
七
二
）

　
「
む
」
の
付
い
て
い
る
「
見
え
ず
」
と
い
う
事
態
は
、
は
っ
き
り
し
て
お
り
、

疑
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
娩
曲
表
現
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

「
見
え
ず
」
と
い
う
事
態
が
起
き
た
原
因
を
「
あ
ひ
し
思
は
ず
」
（
あ
な
た
が
わ

た
し
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
量
し
て
い

る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
原
因
を
こ
う
で
は
な
い
か
と
推
量
す
る
場
合
は
、

次
の
よ
う
に
、
原
因
と
な
る
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
に
付
く
は
ず
で
あ
る
。

　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

Ｂ
　
問
な
く
恋
ふ
れ
に
か
あ
ら
む
草
枕
旅
な
る
君
が
夢
に
し
見
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
４
・
六
二
一
）

こ
の
場
合
、
イ
と
い
う
事
態
の
原
因
と
し
て
、
「
む
」
の
付
い
た
口
の
こ
と
が

ら
が
推
量
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
む
」
は
不
確
実
な
も
の
に
付
い
て
、

こ
う
で
は
な
い
か
と
推
量
す
る
と
い
う
原
則
を
は
ず
れ
な
い
。

　
と
す
れ
ば
、
Ａ
の
歌
の
「
む
」
が
推
量
し
て
い
る
の
は
、
「
あ
ひ
し
思
は
ね

ば
見
え
ず
」
と
い
う
因
呆
関
係
全
体
と
考
え
る
の
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
（
原
因

を
推
量
す
る
「
む
」
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
例
も
Ｂ
の
歌
の
例
の
よ
う
な
も
の

と
区
別
さ
れ
な
い
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
理
由

か
ら
両
者
を
分
け
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
）
。

　
現
前
し
た
事
態
を
結
果
と
す
る
因
果
関
係
全
体
を
推
量
す
る
の
は
、
当
初
考

え
て
い
た
因
果
関
係
で
は
説
明
の
付
か
な
い
事
態
が
現
前
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

Ａ
の
歌
で
、
当
初
予
想
し
て
い
た
も
の
は
「
夢
に
だ
に
見
え
む
と
吾
は
ほ
ど

く
」
の
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
下
紐
を
ほ
ど
く
と
相
手
に
逢
え
る

と
い
う
俗
信
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
初
は
そ
の
俗
信
に

す
が
っ
て
、
下
紐
を
ほ
ど
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
せ
め
て
夢
に
で
も
あ
な
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

に
逢
え
る
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
（
「
ほ
ど
く
」
の
部
分
に
諸
説

あ
る
が
、
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
他
の
説
に
よ
っ
て
も
、
こ
こ

で
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
っ
い
て
は
成
立
す
る
）
。
し
か
し
、
結
果
は
予
期
し

た
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
あ
な
た
は
わ
た
し
を
思
っ

て
は
く
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
夢
に
さ
え
見
え
な
い
」
と
い
う
因
果
関
係
を

新
た
に
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
君
が
目
の
」
の
歌
の
「
む
」
も
、
こ
の
因
果
関
係
を
推
量
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
「
か
く
恋
ふ
」
の
は
作
者
自
身
で
あ
る
か
ら
、
「
か
く
恋
ふ
」
こ
と
自

体
を
不
確
か
な
こ
と
と
し
て
推
量
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
仮
に
、
そ

の
よ
う
に
扱
っ
た
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
、
不
自
然
な
訳
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
君
の
お
姿
の
恋
し
さ
ゆ
え
に
、
舟
ど
ま
り
を
し
て
、
こ
の
よ
う
に
恋
い
慕

　
　
い
ま
し
ょ
う
か
。
君
に
お
逢
い
い
た
し
た
く
思
っ
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
武
田
祐
吉
『
記
紀
歌
謡
全
講
』
）

　
し
か
し
、
因
果
関
係
を
推
量
す
る
も
の
と
し
て
も
、
前
掲
の
古
典
文
学
大
系

日
本
書
紀
な
ど
の
よ
う
に
、

と
い
う
因
果
関
係
を
想
定
し
て
し
ま
う
と
、
他
方
の
「
か
く
恋
ふ
」
事
態
を
含

む
因
果
関
係
を
推
量
す
る
場
合
、
「
か
く
恋
ふ
」
事
態
を
原
因
と
仮
定
し
て
も
、



そ
の
結
果
生
じ
た
事
態
が
想
定
で
き
ず
、
反
対
に
「
か
く
恋
ふ
」
事
態
を
結
果

と
仮
定
し
て
も
、
そ
の
事
態
を
結
果
さ
せ
た
原
因
が
想
定
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
同
本
の
訳
が
「
こ
れ
程
恋
し
さ
に
耐
え
な
い
の
も
」
と
、
助
動
詞

「
む
」
を
無
視
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
確

か
に
、
現
代
語
訳
す
る
場
合
に
生
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
む
」
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
飾
磨
川
絶
え
む
日
」
（
萬
１
５
・
三
六
〇
五
）
や
「
思
は
む
子
を
法
師

に
な
し
た
ら
む
こ
そ
」
（
枕
草
子
）
な
ど
、
仮
想
さ
れ
た
こ
と
が
ら
に
付
く
場

合
で
あ
り
、
こ
の
歌
の
「
む
」
の
よ
う
に
現
前
し
て
い
る
こ
と
が
ら
に
付
く
も

の
で
は
な
い
）
。
そ
こ
で
、

君
が
目
の
り
ド
丁
一
一
ひ
む
－

と
い
う
因
果
関
係
を
想
定
し
、
こ
れ
を
作
者
が
新
た
に
考
え
た
も
の
と
す
る
と
、

当
初
、
考
え
て
い
た
因
果
関
係
は
、
「
泊
て
て
居
る
」
こ
と
を
原
因
と
し
、
現

前
す
る
「
か
く
恋
ふ
」
と
い
う
事
態
と
反
対
の
も
の
を
結
果
と
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
の
「
夢
に
だ
に
」
の
例
に
合
わ
せ
て
、
句
の
順
序
を

変
え
、
当
初
予
想
し
て
い
た
結
果
を
補
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

　
一
心
慰
ま
む
と
一
泊
て
て
居
て
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
（
君
が
目
を
欲

　
　
口

　
り
）
か
く
や
恋
ひ
む
も

　
言
い
換
れ
ば
、
「
イ
が
原
因
で
口
す
る
」
と
い
う
因
果
関
係
と
「
ハ
が
原
因

　
　
　
　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

で
二
す
る
」
と
い
う
因
果
関
係
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

Ａ
の
「
夢
に
だ
に
」
の
歌
の
「
ど
も
」
と
同
じ
位
置
に
あ
る
「
泊
て
て
居
て
」

の
「
て
」
は
こ
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
例
と
同
じ
く
、
逆
接
の
働
き
を
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
　
目
に
は
見
て
手
に
は
と
ら
え
ぬ
月
の
内
の
か
っ
ら
の
ご
と
き
妹
を
い
か
に

　
　
せ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
４
・
六
三
二
）

　
　
言
の
み
を
後
も
逢
は
む
と
ね
も
こ
ろ
に
吾
れ
を
頼
め
て
逢
は
ざ
ら
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
４
・
七
四
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸

　
　
花
咲
き
て
実
は
成
ら
ね
ど
も
長
き
日
に
思
ほ
ゆ
る
か
も
山
吹
の
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
１
０
・
一
八
六
〇
）

　
土
橋
寛
氏
（
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
』
）
は
、
「
泊
て
て
居
て
」
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
泊
て
て
居
て
」
を
単
に
泊
ま
っ
て
い
る
意
に
解
し
た
だ
け
で
は
、
歌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
心
が
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
所
に
泊
て
て
い
る
（
つ
ま
り
い
っ
し
ょ
に
い

　
　
る
）
意
に
解
し
て
は
じ
め
て
意
味
が
通
じ
る
。
っ
ま
り
離
れ
て
い
る
わ
け

　
　
で
も
な
い
の
に
、
こ
ん
な
に
恋
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
っ

　
　
て
、
「
恋
う
」
は
、
単
に
愛
す
る
と
か
、
慕
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

　
　
離
れ
て
遠
く
に
い
る
人
に
対
し
て
、
い
っ
し
ょ
に
い
た
い
と
願
う
こ
と
で

　
　
あ
る
。
だ
か
ら
同
じ
所
に
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
恋
し
い
の
だ

　
　
ろ
う
か
と
、
自
ら
を
疑
う
気
持
ち
を
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
実
際
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

　
　
天
皇
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
い
る
の
は
そ
の
亡
骸
に
す

　
　
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
が
）
。

　
土
橋
氏
は
、
こ
れ
に
関
違
し
て
、
前
文
中
の
「
一
所
」
を
「
ア
ル
ト
コ
ロ
と

も
訓
め
る
が
、
歌
の
『
泊
て
て
居
て
』
を
説
明
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、

ヒ
ト
ツ
ト
コ
ロ
と
訓
ん
で
、
天
皇
の
喪
船
と
同
じ
所
に
碇
泊
す
る
意
に
解
す
る

ほ
う
が
よ
か
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
橘
守
部
『
稜
威
言
別
』
も
オ
ナ
ジ

ト
コ
ロ
と
訓
ん
で
い
る
が
、
理
由
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
因
に
、
日
本
書
紀
に

六
例
見
え
る
「
一
所
」
は
孝
徳
天
皇
白
雑
元
年
二
月
条
の
例
の
み
ア
ル
ト
コ
ロ

の
意
の
例
で
あ
る
が
、
他
の
例
は
同
じ
場
所
・
一
っ
の
場
所
の
意
で
用
い
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
、
九
例
あ
る
「
一
処
」
は
す
べ
て
同
じ
場
所
の
意
で
使
わ
れ
て

い
る
）
。
こ
の
土
橋
氏
の
説
は
、
「
む
」
の
用
法
か
ら
考
え
ら
れ
た
こ
と
と
一
致

し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
泊
て
て
居
て
」
の
解
釈
に
お
い
て
、
一
歩
進
ん
だ
も
の

で
あ
り
、
従
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
繰
り
返
し
の
語
句
を
含
む
短
歌
の
場
合
、
ふ
た
た
び
繰
り
返
さ
れ
た
語
句
の

直
前
で
句
切
れ
を
持
つ
場
合
と
持
た
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
前
掲
　

の
「
多
遅
比
野
に
」
の
歌
の
場
合
は
句
切
れ
が
あ
り
、
　
の
「
大
和
辺
の
」
の

場
合
は
句
切
れ
が
な
い
。
こ
の
「
君
が
目
の
」
の
歌
の
場
合
、
「
む
」
に
つ
い

て
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
は
句
切
れ
を
設
け
る
方
が
よ
い
。
し
た
が
っ

て
、
「
も
」
は
詠
嘆
の
終
助
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
句
切
れ
を
設
け
な
い
で

訳
そ
う
と
す
る
と
、
「
む
」
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
、
先
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
の
訳
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
萬
葉
集
で
も
、
結
句

に
同
じ
く
「
某
の
目
を
欲
り
」
を
持
つ
も
の
は
、
例
外
な
く
直
前
に
句
切
れ
を

も
っ
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
慣
用
的
な
用
い
ら
れ
方
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ

る
。　

　
道
遠
み
来
じ
と
は
知
れ
る
も
の
か
ら
に
し
か
そ
待
つ
ら
む
君
が
目
を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
・
七
六
六
）

　
　
朝
霧
の
消
や
す
き
吾
が
身
ひ
と
国
に
過
ぎ
か
て
ぬ
か
も
親
の
目
を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
・
八
八
五
）

　
　
山
辺
に
は
猟
師
の
ね
ら
ひ
か
し
こ
け
ど
小
壮
鹿
鳴
く
な
り
妻
の
目
を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
・
二
一
四
九
）

　
　
朽
網
山
夕
居
る
雲
の
薄
れ
往
な
ば
吾
れ
は
恋
ひ
む
な
君
が
目
を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
・
二
六
七
四
）

　
　
奥
っ
波
来
寄
る
浜
辺
を
く
れ
く
れ
と
独
り
そ
吾
が
来
る
妹
が
目
を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
・
三
二
三
七
）

　
　
夕
去
れ
ば
ひ
ぐ
ら
し
来
鳴
く
生
駒
山
越
え
て
そ
吾
が
来
る
妹
が
目
を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
・
三
五
八
九
）

　
　
　
　
４

　
「
君
が
目
の
」
の
歌
の
構
成
や
一
首
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
と
思
わ
れ
る

語
の
意
味
用
法
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
こ
の
カ
ラ
ニ
は
、
「
単
な
る



原
因
・
理
由
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
原
因
の
軽
い
点
を
強
調
す
る
感
情
表
出

に
主
眼
を
お
く
語
で
あ
っ
て
、
バ
カ
リ
・
バ
ツ
カ
リ
・
ダ
ケ
な
ど
で
訳
さ
れ
る

の
が
適
当
な
も
の
」
（
石
垣
氏
前
掲
論
文
）
、
あ
る
い
は
「
小
さ
い
原
因
に
よ
っ

て
、
重
い
結
果
を
ひ
き
起
こ
す
場
合
に
使
う
助
詞
」
（
古
典
文
学
大
系
日
本
書

紀
頭
注
）
な
ど
と
す
る
説
よ
り
、
単
に
原
因
・
理
由
を
示
す
と
す
る
説
の
方
が

妥
当
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
石
垣
謙
二
氏
前
掲
論
文
は
、
こ
の
ヵ
ラ
ニ
が
軽
い
原
因
を
示
す
も
の
と
し
た

最
初
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
当
時
は
実
に
外
国
と
の
さ
し
せ
ま
つ
た
国
交
上
の
危
局
に
際
し
て
ゐ
た
こ

　
　
と
、
国
史
の
し
め
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
斉
明
天
皇
も
こ
の
解
決
の
た
め
に

　
　
西
征
の
途
に
っ
か
れ
な
が
ら
事
中
道
に
崩
御
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
す

　
　
れ
ば
作
者
皇
太
子
は
こ
の
非
常
の
時
、
一
朝
に
し
て
国
家
の
最
高
責
任
を

　
　
双
肩
に
に
な
は
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
た
と
ひ
い
か
な
る
理

　
　
由
が
あ
ら
う
と
も
「
泊
て
て
居
」
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
御
地
位
で
あ

　
　
る
。
け
だ
し
、
そ
の
結
果
は
た
だ
ち
に
「
国
政
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ

　
　
と
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
は
て
て
ゐ
」
る
原
因
た
る

　
　
も
の
は
、
た
だ
「
天
皇
に
お
目
に
か
か
り
た
い
こ
と
」
、
そ
れ
も
今
は
亡

　
　
き
天
皇
で
あ
ら
せ
ら
れ
、
い
は
ば
詮
な
い
繰
り
言
に
す
ぎ
な
い
。
か
や
う

　
　
に
考
へ
る
時
に
は
、
こ
の
場
合
「
か
ら
」
に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
て
ゐ
る
原

　
　
因
と
結
果
と
の
問
に
は
、
ま
こ
と
に
脊
壌
も
た
だ
な
ら
ぬ
軽
重
の
対
照
を

　
　
　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

　
　
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
は
「
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
」
が
「
泊
て
て
居
」
る
こ
と
の
原
因

で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
そ
の
点
に
お
い
て
従
う
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
一
首
を
正
当
に
鑑
賞
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
古
代
歌
謡
の
基
本
的
構
造
か
ら
考
え
る
と
、
繰
り
返
さ
れ
た
語
句
が
必
ず
し

も
そ
の
歌
の
眼
目
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
場
合
は

そ
こ
に
感
動
の
中
心
が
あ
る
も
の
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
第
三
者
に
は

亡
母
の
姿
を
乞
う
こ
と
は
「
詮
な
い
繰
り
言
」
に
映
ろ
う
と
も
、
当
事
者
は
遺

体
を
前
に
し
な
が
ら
も
、
も
う
一
度
蘇
り
、
そ
の
ま
な
ざ
し
を
自
分
に
向
け
て

ほ
し
い
と
願
う
の
は
自
然
の
感
情
で
あ
り
、
少
な
く
も
、
そ
れ
が
そ
の
場
に
ふ

さ
わ
し
い
言
挙
で
あ
る
。
「
国
家
の
最
高
責
任
を
双
肩
に
に
な
は
れ
る
こ
と
と

な
つ
た
」
と
し
て
も
（
あ
る
い
は
、
だ
か
ら
こ
そ
）
、
崩
御
し
た
天
皇
を
「
哀

慕
」
（
前
文
）
し
て
や
ま
な
い
こ
と
を
公
に
歌
う
の
で
あ
る
（
日
本
書
紀
の

「
口
号
」
は
単
に
独
詠
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
文
書
に
よ
る
「
詔
」
に

対
す
る
、
口
頭
に
よ
る
「
勅
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
）
。

　
右
の
よ
う
な
感
情
・
状
況
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
歌
は
成
立
す
る
の

で
あ
り
、
繰
旦
言
を
繰
り
言
と
す
る
か
ぎ
り
、
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
天
皇
に
お
目
に
か
か
り
た
い
、
そ
れ
ダ
ケ
の
原
因
で
船
を
滝
留
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



　
　
　
　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

せ
て
い
て
（
い
な
が
ら
）
、
こ
ん
な
に
も
恋
い
慕
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
い

う
の
で
は
、
「
哀
慕
」
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
（
君
が
目
を
欲
り
）
１
恋
ふ

と
い
う
因
果
関
係
は
、
前
節
最
後
に
引
用
し
た
萬
葉
集
の
例
に
も
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
か
ら
も
同
様
の
因
果
関
係
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
嶋
の
宮
勾
の
池
の
放
鳥
人
目
に
恋
ひ
て
池
に
潜
か
ず
　
（
萬
２
．
一
七
〇
）

　
　
人
の
寝
る
う
ま
寝
は
寝
ず
て
は
し
き
や
し
君
が
目
す
ら
を
欲
り
し
嘆
か
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
ｕ
・
二
三
六
九
）

　
　
道
の
後
深
つ
島
山
し
ま
し
く
も
君
が
目
見
ね
ば
苦
し
か
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
ｕ
・
二
四
二
三
）

　
　
遠
山
に
霞
た
な
び
き
い
や
遠
に
妹
が
目
見
ね
ば
吾
れ
恋
ひ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
ｕ
・
二
四
二
六
）

　
　
な
か
な
か
に
死
な
ば
安
け
む
君
が
目
を
見
ず
久
な
ら
ば
術
な
か
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
１
７
・
三
九
三
四
）

　
　
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
は
も
と
な
あ
ひ
見
れ
ど
直
に
あ
ら
ね
ば
恋
や
ま
ず
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
１
７
・
三
九
八
○
）

「
某
が
目
の
恋
し
」
「
某
が
目
を
欲
り
」
と
「
恋
ふ
」
と
い
う
語
に
こ
だ
わ
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
例
が
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
朽
網
山
夕
居
る
雲
の
薄
れ
往
な
ば
吾
れ
は
恋
ひ
む
な
君
が
目
を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
再
掲
、
萬
ｕ
・
二
六
七
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

　
　
君
が
目
の
見
ま
く
欲
し
け
く
是
の
二
夜
千
歳
の
ご
と
も
吾
は
恋
ふ
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
ｕ
・
二
三
八
一
）

　
　
妹
が
目
を
見
ま
く
欲
り
江
の
さ
ざ
れ
浪
し
き
て
恋
ひ
っ
っ
あ
り
と
告
げ
こ

　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
萬
１
２
・
三
〇
二
四
）

　
「
君
が
目
の
」
の
歌
の
中
心
を
な
す
感
情
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
と
同
一
の
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
れ
ら
は
生
き
て
い
る
も
の
の
目
を
欲
る
の

が
原
則
で
あ
る
。
こ
れ
が
死
ん
だ
も
の
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

土
橋
氏
の
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
』
（
三
七
〇
頁
）
に
「
『
目
」
つ
ま

り
見
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
は
、
人
と
人
、
人
と
放
ち
鳥
と
の
間
に
、
そ
れ
を

通
じ
て
魂
の
交
流
が
行
わ
れ
る
と
い
う
古
代
の
人
々
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
、

人
が
死
ん
で
し
ま
う
と
、
も
う
見
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
歎
き
の
焦
点

に
な
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
君
が
目
の
」
の
歌
は
、
同
じ
と

こ
ろ
で
停
泊
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
は
慰
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
「
哀
慕
」
の
情
で

あ
る
こ
と
を
、
疑
問
表
現
の
形
を
取
り
な
が
ら
、
も
う
一
度
あ
な
た
の
ま
な
ざ

し
を
受
け
た
い
、
魂
の
交
流
を
行
い
た
い
、
と
い
う
内
容
で
述
べ
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
。５

　
と
こ
ろ
で
、
萬
葉
集
に
見
ら
れ
る
用
言
を
受
け
る
カ
ラ
ニ
は
、
助
動
詞
を
添

え
た
も
の
・
助
詞
「
が
」
を
介
す
る
も
の
を
含
め
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
石



垣
氏
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
二
、
三
そ

の
例
を
示
す
。

　
　
た
だ
一
夜
隔
て
し
か
ら
に
一
可
良
爾
一
あ
ら
玉
の
月
か
経
ぬ
る
と
心
ま
ど

　
　
ひ
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
・
六
三
八
）

　
　
故
里
は
遠
く
も
あ
ら
ず
一
重
山
越
ゆ
る
が
か
ら
に
一
可
良
爾
一
思
ひ
ぞ
吾

　
　
が
せ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
・
一
〇
三
八
）

　
　
初
春
の
初
音
の
今
日
の
玉
箒
手
に
取
る
か
ら
に
一
可
良
爾
一
ゆ
ら
く
玉
の

　
た
だ
、
同
じ
用
言
で
あ
っ
て
も
、
本
稿
で
扱
っ
た
も
の
は
形
容
詞
を
受
け
る

も
の
で
あ
り
、
萬
葉
集
の
例
は
す
べ
て
動
詞
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
る

と
、
形
容
詞
を
受
け
る
カ
ラ
ニ
が
萬
葉
集
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
め

て
、
萬
葉
時
代
と
そ
れ
よ
り
前
と
で
、
接
続
助
詞
カ
ラ
ニ
の
意
味
用
法
に
変
化

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
変
化
の
理
由
を
明
ら
か

に
す
る
の
が
、
次
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
カ
ラ
の
原
義
、
ま

た
同
じ
く
原
因
・
理
由
を
示
す
諸
形
式
と
の
相
互
関
係
を
考
え
な
が
ら
進
め
る

べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
別
稿
を
期
す
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
オ
リ
ヌ
モ
ミ
カ
ラ

　
　
Ｃ
因
己
物
　
　
　
　
　
一
日
本
紀
私
記
甲
本
彰
考
館
本
。
た
だ
し
、
国
史
大
系
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
書
紀
私
記
に
「
オ
リ
ヌ
モ
ミ
カ
ラ
　
恐
当
拠
藤
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
谷
本
作
オ
ノ
カ
モ
ノ
カ
ラ
」
と
あ
る
）

　
　
『
大
言
海
』
、
武
田
祐
吉
『
記
紀
歌
謡
全
講
』
、
相
磯
貞
三
『
記
紀
歌
謡
全
註
解
』
、

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

　
　
石
垣
謙
二
「
助
詞
『
か
ら
』
の
通
時
的
研
究
」
（
『
助
詞
の
歴
史
的
研
究
』
所
収
）
、

　
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
、
宇
治
谷
猛

　
『
全
釈
現
代
語
訳
日
本
書
紀
』
等
。

＠
　
橘
守
部
『
稜
威
言
別
』
、
飯
田
武
郷
『
日
本
書
紀
通
釈
』
、
上
田
万
年
・
松
井
簡
治

　
『
大
日
本
国
語
辞
典
』
。

付
言

　
　
カ
ラ
ニ
に
つ
い
て
の
結
論
、
お
よ
び
そ
こ
に
至
る
過
程
に
お
い
て
も
土
橋
先
生
の

　
　
説
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
こ
か
ら
ほ
と
ん
ど
出
て
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
し

　
　
た
が
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
稿
を
成
す
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
文
で
述
べ
た

　
　
よ
う
に
、
こ
の
斉
明
紀
の
カ
ラ
ニ
は
、
こ
の
語
の
初
出
例
で
あ
り
、
カ
ラ
ニ
の
語

　
　
誌
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
現
在
で
は
意
見
の
対
立
す
る
、
こ
の

　
　
用
例
の
意
味
を
確
定
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
カ
ラ
ニ
の
意

　
　
味
を
決
定
す
る
過
程
で
、
土
橋
説
と
は
異
な
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
一
方
で
、

　
　
氏
の
記
紀
歌
謡
論
を
充
分
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
お
ぼ
っ
か
な
い
の
で
、
こ

　
　
の
よ
う
な
形
で
提
出
し
、
御
批
判
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
。

注

　
　
　
オ
ノ
カ
モ
ノ
カ
マ
ネ
ナ
ク
ト
イ
フ
は

¢
　
ａ
因
己
物
以
泣

　
　
　
オ
ノ
カ
そ
ノ
カ
ラ
ネ
ナ
ク
ト
イ
フ
コ
ト
ハ

　
　
ｂ
因
己
物
以
泣

（
前
田
本
日
本
書
紀
院
政
期
点
）

（
寛
文
九
年
版
日
本
書
紀
）

君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に

〇
三
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