
さ
　
　
さ

小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

　
　
　
　
　
　
『
万
葉
集
』
巻
二
・

二
三
二
番
歌
解

駒
　
　
　
木

敏

は
じ
め
に

　
　
小
竹
之
葉
者
　
三
山
毛
清
ホ
　
乱
友
　
吾
者
妹
思
　
別
来
礼
婆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
・
二
二
三
）

　
右
は
、
『
万
葉
集
』
巻
二
所
載
の
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
従
二
石
見
国
’
別
レ
妻

上
来
時
歌
二
首
井
短
歌
」
、
通
称
「
石
見
相
聞
歌
」
の
第
一
歌
群
の
第
二
反
歌
で

あ
る
。
訓
読
は
、
次
の
よ
う
に
確
定
し
て
よ
い
と
思
う
。

　
　
さ
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ

　
　
小
竹
の
葉
は
　
み
山
も
清
に
　
さ
や
げ
ど
も
　
吾
は
妹
思
ふ
　
別
れ
来
ぬ

　
　
れ
ば

　
人
口
に
謄
灸
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
古
来
難
解
と
さ
れ
て
き
た
」

一
中
西
進
『
日
本
詩
人
選
２
・
柿
本
人
麻
呂
』
）
も
の
で
あ
り
、
歌
の
解
は
定
ま

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
愛
す
る
妻
へ
の
訣
れ
を
告
げ
、
ひ
と
っ
の
山
を
越

え
来
て
、
も
は
や
そ
の
妻
の
里
を
見
遣
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
山
道
を
辿

　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

る
男
の
全
身
を
包
ん
で
、
笹
の
葉
は
山
を
揺
る
が
す
ほ
ど
に
鳴
り
さ
や
ぐ
。
そ

の
「
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ
」
に
、
こ
の
歌
の
詠
み
手
は
何
を
感
じ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
歌
の
解
釈
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
解
釈
の
分
岐
点
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
訓
読
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
に
確
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
と
い
っ
た
が
、
周
知

の
ご
と
く
、
第
三
句
「
乱
友
」
の
訓
に
つ
い
て
は
、
ミ
ダ
ル
ト
モ
・
ミ
ダ
レ
ド

モ
・
マ
ガ
ヘ
ド
モ
・
サ
ワ
ゲ
ド
モ
・
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
の
諸
説
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

の
中
か
ら
、
『
槍
嬬
手
』
（
橘
守
部
）
の
提
起
し
た
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
の
訓
を
詳
細
に

論
じ
た
沢
潟
久
孝
氏
『
万
葉
古
径
Ｈ
』
（
中
公
文
庫
、
初
版
昭
和
１
６
年
）
の
論

が
極
め
て
説
得
的
で
あ
り
、
い
ま
は
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
た
だ
し
、
『
古
径
』
と
そ
れ
を
継
承
す
る
諸
注
の
解
釈
が
「
小
竹
の
葉
の
さ

や
ぎ
」
を
正
当
に
位
置
づ
け
え
て
い
る
か
と
な
る
と
、
い
ま
だ
徹
底
し
な
い
要

素
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
以
後
に
お
い
て
も
な
お
ミ
ダ
レ
ド
モ
（
西
郷
信
網



　
　
　
　
　
さ
　
　
さ

　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

『
万
葉
私
記
』
）
、
ミ
ダ
ル
ト
モ
（
大
野
晋
「
柿
本
人
麻
呂
訓
詰
断
片
．
四
」
『
国

語
と
国
文
学
－
昭
和
２
４
年
１
０
月
号
）
の
訓
を
採
る
も
の
が
見
ら
れ
、
サ
ヤ
ゲ
ド

モ
の
訓
に
対
す
る
批
判
的
見
解
が
存
在
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
と
に
、
近
年
、

塩
谷
香
織
氏
「
さ
さ
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
乱
る
と
も
」
（
『
万
葉
集
研
究
－
第

十
二
集
）
は
多
角
的
に
ミ
ダ
ル
ト
モ
説
を
展
開
し
、
稲
岡
耕
二
氏
『
全
注
．
巻

二
』
も
『
古
径
』
を
批
判
的
に
検
証
し
、
「
な
お
後
考
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い

が
」
と
留
保
し
っ
っ
ミ
ダ
ル
ト
モ
の
古
訓
を
支
持
す
る
。
こ
の
う
ち
、
、
、
・
ダ
レ

ド
モ
の
訓
は
、
ミ
ダ
ル
（
下
二
段
・
自
動
詞
）
に
対
す
る
四
段
・
自
動
詞
の
確

実
な
例
が
な
く
、
四
段
・
他
動
詞
の
ミ
ダ
ル
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
か
ら

斥
け
ら
れ
る
（
『
古
径
』
）
。
従
っ
て
、
現
在
、
第
三
句
に
っ
い
て
は
サ
ヤ
ゲ
ド

モ
・
ミ
ダ
ル
ト
モ
の
両
訓
が
併
立
し
て
お
り
、
「
乱
」
字
の
表
記
に
ミ
ダ
ル

（
下
二
）
、
サ
ヤ
グ
の
い
ず
れ
の
語
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
、
改
め

て
問
題
は
収
束
さ
れ
る
。

　
ミ
ダ
ル
か
サ
ヤ
グ
か
　
　
。
歌
の
核
心
に
触
れ
る
こ
の
問
題
は
、
「
乱
」
字

の
表
わ
す
状
態
が
視
覚
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
聴
覚
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
に
か
か

わ
っ
て
、
す
で
に
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
ミ
ダ
ル
な
ら
ば
当
然
視

覚
的
な
状
態
性
が
中
心
と
な
り
、
サ
ヤ
グ
な
ら
ば
聴
覚
的
な
状
態
性
が
中
心
と

な
る
。
た
だ
、
サ
ヤ
グ
は
擬
声
語
サ
ヤ
に
派
生
し
た
本
来
の
語
性
か
ら
し
て
、

視
覚
的
意
味
を
中
心
と
す
る
も
の
の
、
形
を
伴
っ
た
音
を
も
表
わ
す
こ
と
に
つ

い
て
は
、
『
古
径
』
が
事
例
に
即
し
て
詳
細
に
論
じ
た
。
サ
ヤ
グ
に
「
乱
」
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

を
充
て
た
と
こ
ろ
に
も
、
視
覚
を
も
含
む
語
感
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ミ
ダ
ル
ト
モ
の
古
訓
を
復
活
さ
せ
た
『
全
注
』
は
、
、
、
・
ダ

ル
が
「
視
覚
的
印
象
中
心
の
語
」
で
あ
り
、
サ
ヤ
グ
が
「
聴
覚
印
象
を
主
と
す

る
」
語
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
た
う
え
で
、
「
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
は
寧
ろ
音
が
主
で

聴
覚
的
で
あ
る
が
、
ミ
ダ
レ
ド
モ
は
目
の
感
覚
が
這
入
つ
て
来
て
寧
ろ
視
覚
的

と
謂
ふ
こ
と
が
出
来
る
」
（
斎
藤
茂
吉
「
柿
本
人
麿
評
釈
篇
』
昭
和
１
２
年
）
と

す
る
茂
吉
の
論
を
引
き
、
「
（
ミ
ダ
レ
ド
モ
の
訓
は
別
に
し
て
）
人
麻
呂
作
歌
の

混
沌
と
し
た
声
調
に
っ
き
直
観
的
な
洞
察
を
含
」
む
と
評
価
し
、
「
笹
の
葉
が

吹
き
乱
れ
て
」
の
意
を
強
調
し
て
解
釈
す
る
。

　
し
か
し
、
上
三
句
と
下
二
句
と
を
逆
説
的
に
繋
ぐ
こ
の
歌
の
構
成
は
、
「
乱

友
」
を
ミ
ダ
ル
ト
モ
と
訓
む
の
で
は
ど
う
し
て
も
落
ち
着
か
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
当
該
歌
の
解
釈
に
当
っ
て
、
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
の
訓
の
側
か
ら
、
笹
の
葉
の

サ
ヤ
グ
こ
と
と
「
妹
思
ふ
」
こ
と
と
が
ド
モ
で
結
ば
れ
う
る
必
然
性
を
説
明
す

る
こ
と
が
、
な
お
問
題
で
あ
ろ
う
。

（
一
）

第
三
句
の
「
乱
友
」
を
い
か
に
訓
も
う
と
も
、
「
乱
」
字
の
表
わ
す
意
味

（
と
状
態
）
に
つ
い
て
は
第
四
句
の
「
吾
は
妹
思
ふ
」
状
態
と
の
か
か
わ
り
が

顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ミ
ダ
ル
の
系
統
で
訓
む
説
が
、
上
句
と

下
句
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
い
。



　
ミ
ダ
ル
系
統
の
訓
は
、
そ
の
関
係
に
っ
い
て
き
わ
め
て
難
渋
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
『
講
義
』
（
ミ
ダ
レ
ド
モ
一
が
二
つ
の
句
の
聞
に
「
そ
れ
ら
の
外
物
の
騒

乱
に
紛
れ
て
心
を
奪
は
る
る
や
う
の
事
は
な
く
し
て
云
々
」
と
補
っ
て
理
解
し
、

『
大
系
本
』
一
ミ
ダ
ル
ト
モ
）
が
「
我
は
乱
れ
ず
が
省
略
さ
れ
て
い
る
」
と
補
う

こ
と
に
も
、
明
ら
か
に
そ
の
苦
労
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
す
が
に
『
私
記
』

（
ミ
ダ
レ
ド
モ
）
は
、
「
『
ど
も
一
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
既
に
強
い
感
動
が
籠
っ

て
居
る
の
だ
か
ら
、
さ
う
い
ふ
『
そ
れ
に
紛
れ
る
こ
と
な
く
』
な
ど
と
い
ふ
語

を
補
充
せ
ず
に
、
直
ち
に
、
『
わ
れ
は
妹
お
も
ふ
』
と
続
け
て
そ
の
心
持
を
感

得
す
る
や
う
に
練
習
す
る
方
が
い
い
と
お
も
ふ
」
（
『
評
釈
篇
』
）
と
い
う
茂
吉

の
言
を
引
い
て
、
こ
の
よ
う
な
解
に
批
判
を
加
え
る
。
『
私
記
』
は
「
詩
を
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
」
こ
と
の
因
難
さ
を
い
い
、
茂
吉
の
文
章
に
「
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
す
れ
ば
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
何
も
の
か
が
こ
の
ド
モ
に
秘
め
ら
れ

て
い
る
あ
る
」
「
直
観
」
を
読
み
と
り
、
共
感
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
「
乱
友
」

と
「
わ
れ
は
妹
思
ふ
」
が
ド
モ
で
繋
が
れ
て
い
る
三
、
四
句
の
関
係
は
、
「
乱
」

と
「
思
ふ
」
と
が
同
一
範
晴
の
意
味
を
担
う
語
彙
と
す
る
の
で
は
画
定
さ
れ
な

い
だ
ろ
う
。
ド
モ
に
強
い
「
感
動
」
を
読
み
と
り
「
『
そ
れ
に
紛
れ
る
こ
と
な

く
』
な
ど
と
い
ふ
語
を
補
充
せ
ず
云
々
」
と
ま
で
い
う
茂
吉
の
解
も
、

　
　
　
こ
の
あ
た
り
一
帯
の
山
に
茂
っ
て
ゐ
る
笹
の
葉
に
風
が
吹
い
て
、
ざ
わ

　
　
め
き
乱
れ
て
ゐ
る
こ
の
寂
し
く
も
さ
わ
が
し
い
山
中
を
歩
い
て
来
て
も
、

　
　
吾
が
心
は
そ
れ
に
紛
れ
ろ
こ
と
な
く
、
た
だ
一
向
に
、
別
れ
て
来
た
妻
の

　
　
　
　
　
さ
　
　
さ

　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

　
　
こ
と
を
お
も
つ
て
ゐ
る
。
（
『
評
釈
篇
』
）

と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
「
乱
」
と
「
思
」
と
は
同
範
蒔
の
意
味

と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
『
私
記
』
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ

り
、
三
句
に
っ
い
て
、
「
私
も
数
年
前
、
熊
笹
の
原
が
音
を
た
て
て
乱
れ
ざ
わ

め
く
な
か
に
立
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
さ
い
古
代
人
の
経
験
に
想
い
及
ん
で

み
た
り
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
一
種
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
、
寂
し
く
乾
い
た
音

で
あ
っ
た
」
と
い
い
、
「
古
代
の
寂
莫
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
さ
せ
る
」
と
述
べ

る
点
に
も
よ
く
示
さ
れ
る
。
だ
が
、
一
種
体
験
的
な
笹
の
葉
の
ざ
わ
め
き
を
古

代
的
感
覚
に
押
し
戻
す
こ
と
に
は
、
や
は
り
危
険
性
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。

　
実
は
、
笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
に
以
上
の
よ
う
な
語
感
を
読
み
と
る
こ
と
に
お
い

て
は
、
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
の
訓
を
採
る
注
釈
書
類
も
共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
次

の
よ
う
な
解
で
あ
る
。

　
　
　
山
こ
ぞ
り
て
笹
吹
く
風
の
さ
や
ぐ
に
は
大
か
た
物
も
ま
ぎ
れ
忘
る
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
か
し
ま
し
け
れ
ど
別
れ
し
妹
こ
ひ
し
ら
は
猶
ま
ぎ
れ
ず
と
い
ふ
な
り
。

　
　
（
井
上
『
新
考
』
、
昭
和
３
年
）

　
　
　
－
コ
ノ
道
ス
ガ
ラ
山
ノ
中
ガ
ザ
ワ
ザ
ワ
ト
昔
ヲ
立
テ
テ
、
篠
ノ
葉
ガ

　
　
騒
イ
デ
居
ル
ケ
レ
ド
、
別
段
淋
シ
イ
ト
モ
恐
ロ
シ
イ
ト
モ
思
ハ
ズ
、
タ
ダ

　
　
妻
ノ
コ
ト
バ
カ
リ
ヲ
思
ツ
テ
ヰ
ル
。
（
『
全
緯
』
、
昭
和
１
０
年
）

後
者
は
、
『
古
義
－
（
ミ
ダ
レ
ド
モ
）
の
「
佐
夜
佐
夜
と
鳴
り
さ
や
げ
ば
物
お
そ

ろ
し
く
こ
・
ろ
ぼ
そ
く
し
て
何
事
も
忘
る
る
こ
と
わ
り
な
る
に
」
と
す
る
解
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
さ
　
　
さ

　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

の
差
は
な
い
。
こ
こ
に
も
、
あ
る
種
体
験
的
な
「
笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
」
が
投
影

さ
れ
て
い
る
。
山
中
の
笹
の
さ
や
ぎ
に
「
か
し
ま
し
い
」
音
を
聴
く
か
「
淋
シ

イ
」
「
恐
ロ
シ
イ
」
音
を
聴
く
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
よ
り
近
代
の

側
の
主
観
に
属
し
て
い
る
。

　
サ
ヤ
グ
を
排
し
て
ミ
ダ
レ
ド
モ
の
訓
を
主
張
し
た
茂
吉
な
ど
の
意
識
の
根
底

に
も
、
こ
の
よ
う
な
音
の
感
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
既
述
の

よ
う
に
、
こ
の
場
合
の
笹
の
葉
の
状
態
は
「
聴
覚
」
よ
り
も
「
聴
覚
を
伴
ふ
視

覚
」
に
重
点
を
置
く
べ
き
だ
と
す
る
解
は
、
寂
莫
を
催
す
も
の
と
し
て
の
笹
の

葉
の
音
の
感
覚
を
掻
き
消
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
趣
旨
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
茂

吉
は
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
の
訓
に
与
し
な
い
理
由
に
、
サ
サ
ノ
ハ
ハ
ミ
ヤ
マ
モ
サ
ヤ
ニ

サ
ヤ
ゲ
ド
モ
で
は
「
余
り
同
音
が
続
き
過
ぎ
」
、
「
軽
快
に
な
り
過
ぎ
る
」
（
『
評

釈
篇
」
）
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
茂
吉
の
い
わ
ゆ
る
声
調
論
か
ら
す

れ
ば
奇
異
に
す
ら
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
や

　
　
吾
背
子
は
仮
贋
作
ら
す
草
な
く
は
小
松
が
下
の
草
を
刈
ら
さ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
・
一
一
）

な
ど
に
、
「
加
行
の
音
が
多
い
、
そ
し
て
カ
の
音
を
繰
り
返
し
た
調
子
」
を
指

摘
し
、

　
　
吾
背
子
は
い
づ
く
行
く
ら
む
沖
つ
藻
の
名
張
の
山
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
・
四
三
）

な
ど
の
「
－
ら
む
」
の
反
復
に
「
軽
快
」
「
口
調
も
好
い
」
（
『
万
葉
秀
歌
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

昭
和
１
３
年
）
な
ど
の
評
語
を
も
っ
て
す
る
ご
と
く
、
音
の
反
復
性
は
茂
吉
の
声

調
論
の
核
心
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
歌
に
つ
い
て
も
、
「
サ
音
で
調
子
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
０
　
　
　
　
０
０
０
　
　
０
０
　
　
０
０
０

っ
て
」
い
る
と
す
る
よ
り
も
「
『
サ
サ
の
葉
は
ミ
ヤ
マ
も
サ
ヤ
に
ミ
ダ
レ
ど
も
－

の
や
う
に
サ
音
と
ミ
音
と
両
方
で
調
子
を
取
っ
て
ゐ
る
の
だ
と
す
る
方
が
精
し

い
」
（
『
秀
歌
』
）
と
別
の
音
調
の
原
理
を
発
見
し
て
評
す
る
の
で
あ
っ
て
、
サ

音
の
繰
返
し
を
否
定
し
た
の
は
、
ひ
と
っ
に
は
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
を
排
す
る
た
め
だ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ダ
レ
ド
モ
と
訓
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
視

覚
に
映
ず
る
笹
の
乱
れ
を
捉
え
る
と
こ
ろ
に
は
、
ド
モ
で
繋
が
れ
る
二
つ
の
事

柄
を
詠
み
手
の
内
と
外
と
の
対
照
、
い
わ
ば
、
笹
の
葉
の
動
揺
と
妹
を
思
う
心

の
沈
潜
と
の
対
照
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
判
断
が
あ
る
。
聴
覚
的
印
象

に
属
す
る
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
の
訓
を
容
れ
な
い
理
由
が
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る
。

　
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
笹
の
葉
の
乱
れ
と
妹
思
う
心
が
対
照
的
で
あ
る
と

す
る
こ
と
は
、
ま
だ
主
観
的
な
読
み
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。
妹
思
う
心
が
、
（
笹

の
葉
の
乱
れ
の
よ
う
に
）
乱
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）

　
本
歌
に
お
い
て
、
ミ
ダ
ル
（
乱
）
と
オ
モ
フ
（
思
）
と
が
同
範
晴
の
語
と
把

握
さ
れ
る
限
り
、
一
首
は
明
確
な
解
を
結
ば
な
い
。
け
れ
ど
も
、
オ
モ
フ
が
必

ず
し
も
ミ
ダ
ル
と
対
照
的
な
意
味
範
鴫
に
属
さ
な
い
こ
と
は
、
実
は
、
こ
の
両

語
が
複
合
し
て
表
わ
れ
る
場
合
の
多
い
事
実
が
証
明
す
る
の
で
あ
る
。



　
ミ
ダ
ル
一
下
二
・
自
動
詞
）
に
つ
い
て
、
『
時
代
別
上
代
編
』
は
、
¢
「
乱

れ
る
。
入
り
乱
れ
る
。
柳
・
葦
二
」
も
・
菅
・
稲
・
尾
・
髪
・
緒
・
解
衣
な
ど

糸
状
を
な
す
も
の
に
っ
い
て
い
う
こ
と
が
多
い
Ｌ
、
　
「
思
い
乱
れ
る
。
あ
れ

こ
れ
と
思
い
迷
う
」
の
二
義
を
示
す
。
そ
し
て
、
　
に
つ
い
て
は
、
「
（
…
一
の
ミ

ダ
ル
を
比
瞼
的
に
用
い
た
と
こ
ろ
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
、
ト
キ
ギ
ヌ
・
カ
リ

コ
モ
等
を
枕
詞
ま
た
は
序
詞
と
し
て
◎
の
意
で
受
け
、
　
の
意
で
思
フ
・
恋
フ

等
へ
続
く
こ
と
が
多
い
」
（
同
書
）
と
さ
れ
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
念
の
た
め

に
、
数
例
を
掲
げ
て
確
認
し
た
い
。

　
Ａ
、
都
辺
に
行
か
む
船
も
が
刈
り
薦
の
美
太
礼
弓
於
毛
布
言
告
げ
や
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
・
三
六
四
〇
）

　
　
　
山
菅
の
乱
恋
の
み
せ
し
め
つ
つ
会
は
ぬ
妹
か
も
年
は
経
に
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
・
二
四
七
四
、
人
麻
呂
歌
集
）

　
　
　
解
衣
の
思
乱
而
恋
ふ
れ
ど
も
な
ぞ
汝
が
ゆ
ゑ
と
問
ふ
人
も
無
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
・
二
六
二
〇
、
寄
物
陳
思
）

　
　
　
　
　
　
　
あ
き
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
や

　
　
　
み
吉
野
の
蜻
蛉
の
小
野
に
刈
る
草
の
念
乱
而
寝
る
夜
し
ぞ
多
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
・
三
〇
六
五
、
寄
物
陳
思
）

　
　
　
※
他
に
、
朝
髪
の
念
乱
而
（
４
・
七
二
四
）
、
葦
垣
の
思
乱
而
（
１
３
・

　
　
　
　
三
二
七
二
）
な
ど
。

　
Ｂ
、
会
は
む
日
の
形
見
に
せ
よ
と
た
わ
や
め
の
於
毛
比
美
太
礼
弓
縫
へ
る
衣

　
　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
・
三
七
五
三
、
狭
野
茅
上
娘
子
）

　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
　
白
露
と
秋
の
萩
と
は
恋
乱
別
く
こ
と
難
き
吾
が
心
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
・
二
一
七
一
、
詠
露
）

　
　
　
－
娘
子
ら
は
　
於
毛
比
美
太
礼
底
　
君
待
つ
と
　
宇
良
呉
悲
す
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
・
三
九
七
三
、
池
主
）

　
Ａ
は
「
、
、
、
ダ
レ
（
テ
）
十
思
フ
・
恋
フ
」
、
「
思
ヒ
・
恋
ヒ
十
ミ
ダ
レ
（
テ
）
」

が
序
詞
、
枕
詞
（
序
詞
的
）
表
現
の
中
で
、
Ｂ
は
ミ
ダ
ル
と
思
フ
（
恋
フ
）
の

複
合
表
現
が
単
独
で
表
わ
れ
る
例
で
あ
る
。
全
体
的
に
ミ
ダ
ル
が
思
フ
と
複
合

す
る
例
が
多
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
思
フ
が
恋
情
の
そ
れ
で
あ
る
こ

と
は
、
「
思
ひ
乱
れ
て
恋
ふ
」
（
前
掲
・
二
六
二
〇
）
の
よ
う
な
形
や
、

　
　
玉
の
緒
の
絶
え
た
る
恋
の
乱
れ
な
ば
（
乱
者
）
死
な
ま
く
の
み
そ
ま
た
も

　
　
会
は
ず
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
二
一
七
八
九
）

　
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
う
ら
ぶ
れ
て
離
れ
に
し
袖
を
ま
た
巻
か
ば
過
ぎ
に
し
恋
い
乱
れ
来
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
・
二
九
二
七
）

を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
歌
全
体
の
表
現
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
Ａ
の
例
で
は
、
筋
（
条
）
状
の
も
の
の
も
つ
れ
る
状
態
と
「
思
ひ
の
乱
れ
」

と
が
類
比
的
に
捉
え
ら
れ
る
点
に
留
意
し
た
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
『
古
径
』

が
「
『
乱
る
』
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
」
に
つ
い
て
、
「
Ｈ
は
じ
め
か
ら
バ
ラ
バ

ラ
に
散
乱
し
う
る
も
の
、
又
は
刈
つ
た
り
、
散
つ
た
り
、
解
い
た
り
し
て
散
乱

す
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
、
口
細
長
く
糸
の
や
う
な
も
の
で
入
り
雑
り
乱
れ
る

も
の
」
、
に
大
別
し
た
こ
と
に
も
重
な
る
。
む
ろ
ん
「
刈
り
薦
の
」
な
ど
の
枕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



さ
　
　
さ

小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

司
ま
、

…
ｐ
‘

　
　
け
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
飼
飯
の
海
の
庭
好
く
あ
ら
し
刈
薦
の
乱
れ
て
出
づ
見
ゆ
海
人
の
釣
り
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
・
二
五
六
、
柿
本
人
麻
呂
）

の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
恋
の
比
瞼
と
し
て
の
事
例
ば
か
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

筋
状
の
も
の
の
乱
れ
る
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
恋
に
換
悩
す
る
心
の
あ
り
よ
う
と

重
ね
ら
れ
て
、
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
Ｂ
の
よ
う
な
複
合
表
現
は
、
Ａ
の
よ
う
な
「
ミ
ダ
ル
を
比
瞼
的
に
用
い
た
と

こ
ろ
か
ら
成
立
し
た
も
の
」
（
『
時
代
別
上
代
編
』
）
と
考
え
う
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
ミ
ダ
ル
と
思
フ
・
恋
フ
の
語
の
意
味
範
曉
の
親
近
性
　
　
景
物
の
状

態
性
と
人
を
思
う
（
恋
う
）
心
の
状
態
性
と
の
類
比
　
　
に
基
づ
く
と
し
て
よ

い
。
そ
れ
ら
の
上
に
「
思
ひ
ミ
ダ
ル
・
恋
ひ
ミ
ダ
ル
」
な
ど
の
複
合
表
現
が
成

り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
江
湖
山
恒
明
氏
「
『
乱
友
』
の
訓
み
方
に
就
い
て
」
（
『
国

語
と
国
文
学
』
昭
１
９
年
８
月
号
）
が
ミ
ダ
ル
の
語
に
つ
い
て
述
べ
た
、
Ｈ
「
そ

の
絶
封
多
数
を
占
め
る
も
の
は
『
思
ひ
乱
る
』
『
懲
ひ
乱
る
』
で
あ
つ
て
、
乱

れ
る
主
彊
と
な
る
も
の
は
、
人
問
の
『
心
』
で
あ
る
」
こ
と
、
そ
れ
が
比
瞼
的

に
植
物
（
景
物
）
と
結
び
っ
く
と
き
に
も
、
口
そ
の
「
封
象
が
『
小
竹
』
或
は

そ
れ
に
類
す
る
植
物
で
あ
る
場
合
は
、
全
然
見
出
さ
れ
な
い
」
こ
と
の
指
摘
を
、

他
面
か
ら
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
新
し
い
も
の
と
ば
か
り
い
え
ぬ
こ
と
は
、
前
掲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

人
麻
呂
歌
集
短
歌
の
「
山
菅
の
乱
恋
の
み
せ
し
め
つ
つ
」
（
ｎ
・
二
四
七
四
）

や
、
次
の
例
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
つ
ち
　
　
　
　
　
　
　
て

　
　
健
男
の
念
乱
而
隠
せ
る
そ
の
妻
天
地
に
通
り
光
る
と
も
顕
は
れ
め
や
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
・
二
三
五
四
、
人
麻
呂
歌
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
う
ち
ひ
さ
す
宮
路
に
会
ひ
し
人
妻
ゆ
ゑ
に
玉
の
緒
の
念
乱
而
寝
る
夜
し
ぞ

　
　
多
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
・
二
三
六
五
、
古
歌
集
）

に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
人
麻
呂
歌
集
歌
に
お
い
て
も
、
人
を
恋
う
思
い

は
ミ
ダ
ル
と
い
う
語
に
直
結
し
、
ま
た
そ
れ
は
植
物
の
散
乱
す
る
形
状
と
類
比

的
に
把
握
さ
れ
る
傾
向
性
を
示
す
と
い
え
る
。

　
ミ
ダ
ル
・
サ
ヤ
グ
等
の
語
彙
の
精
綴
な
考
証
の
上
に
ミ
ダ
ル
説
を
主
張
す
る

塩
谷
論
も
、
江
湖
山
論
の
指
摘
す
る
Ｈ
点
に
つ
い
て
は
同
様
の
帰
結
を
得
て
、

笹
の
葉
が
「
乱
れ
る
」
こ
と
と
心
が
「
み
だ
れ
な
い
」
（
不
乱
）
こ
と
の
対
照

を
眼
目
に
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
す
る
。

　
　
　
小
竹
の
葉
は
全
山
サ
ヤ
サ
ヤ
と
音
が
す
る
ほ
ど
に
乱
れ
る
こ
と
が
あ
ろ

　
　
う
と
（
そ
の
よ
う
に
他
の
全
て
の
も
の
が
心
乱
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
）
、

　
　
こ
の
私
は
一
心
不
乱
に
妹
を
思
う
、
別
れ
て
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。

　
　
（
前
掲
塩
谷
論
）

こ
こ
に
も
、
ト
モ
で
繋
が
れ
る
前
件
と
麦
牛
と
の
微
妙
な
齪
幡
が
見
え
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
「
小
竹
の
葉
は
－
乱
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
、
こ
の
私
は
一
心

不
乱
に
妹
を
思
う
」
の
口
語
訳
は
、
言
葉
の
上
で
は
姐
幅
を
感
じ
さ
せ
な
い
か



の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ミ
ダ
ル
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
の
は
「
恋
に
よ

る
心
の
ミ
ダ
レ
・
思
い
の
ミ
ダ
レ
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
別
れ
来
て
妻
を

「
思
ふ
」
主
体
に
「
思
い
の
ミ
ダ
レ
」
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、
「
『
乱

友
』
を
『
ミ
ダ
ル
』
と
訓
ま
ず
、
ま
た
『
ト
モ
』
と
訓
ま
な
い
限
り
、
上
句
に

『
恋
心
』
の
意
味
は
設
定
さ
れ
ず
、
下
句
に
＝
心
不
乱
』
の
意
味
は
添
加
さ

れ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
ト
モ
の
連
結
性
に
徴
し
て
理
解
し
が
た
い
。
そ
れ
は

ド
モ
が
「
逆
説
条
件
句
」
を
構
成
し
、
ト
モ
が
「
逆
説
仮
定
条
件
句
」
の
域
を

越
え
て
、
「
下
句
を
強
調
す
る
比
瞼
表
現
あ
る
い
は
『
修
辞
的
強
調
』
を
導
く

と
い
う
機
能
」
を
も
っ
と
い
う
差
異
（
同
論
）
を
越
え
た
問
題
で
あ
る
。
ミ
ダ

ル
が
上
述
の
よ
う
な
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
逆
説
で
対
置

さ
れ
る
「
妹
思
ふ
」
は
ミ
ダ
レ
の
そ
れ
に
近
似
す
る
意
味
で
は
あ
り
え
な
い
、

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
植
物
を
主
と
す
る
筋
状
の
も
の
の
乱
れ
は
そ
の
ま
ま
心
情
の
乱

れ
へ
と
直
結
す
る
関
係
と
し
て
あ
る
。
「
小
竹
の
葉
」
の
ミ
ダ
レ
と
「
妹
思
ふ
」

心
と
は
む
し
ろ
同
範
嬢
の
意
味
領
域
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
逆
説
関
係

で
結
ば
れ
る
可
能
性
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
三
）

　
で
は
、
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
の
訓
は
こ
こ
を
ど
う
処
理
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
訓
に
お
い
て
も
、
笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
は
喧
喋
感
や
寂
莫
感
を
伴
う
も
の
と

　
　
　
　
　
さ
　
　
き

　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

把
握
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
視
覚
・
聴
覚
へ
の
比
重
の
か
け
方
の
違
い
は
あ

っ
て
も
、
ミ
ダ
ル
・
サ
ヤ
グ
両
説
の
解
釈
の
問
に
本
質
的
な
差
異
が
な
い
こ
と

は
、
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
す
で
に
『
古

径
』
が
い
ち
お
う
の
「
決
着
」
を
っ
け
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
　
　
小
竹
の
葉
は
、
こ
の
山
の
風
趣
を
一
入
さ
わ
や
か
に
す
が
す
が
し
い
も

　
　
の
に
し
て
、
サ
ラ
サ
ラ
と
微
風
に
そ
よ
い
で
い
る
が
、
（
無
心
に
な
つ
て

　
　
さ
う
し
た
清
澄
な
自
然
の
中
に
ひ
た
る
事
も
出
来
な
い
で
）
自
分
は
今
別

　
　
れ
て
来
た
妻
の
事
を
一
心
に
な
つ
て
思
つ
て
ゐ
る
。
（
『
古
径
』
）

　
す
な
わ
ち
、
茂
吉
が
批
判
し
た
旧
来
の
「
そ
れ
に
紛
れ
る
こ
と
な
く
」
と
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
た
部
分
を
、
括
弧
内
に
括
る
形
で
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

『
古
径
』
の
、
わ
け
て
も
笹
の
さ
や
ぎ
を
「
す
が
す
が
し
い
も
の
」
と
し
て
捉

え
、
そ
れ
を
含
む
景
を
「
清
澄
な
自
然
」
と
定
位
し
た
結
論
に
は
、
サ
ヤ
・
サ

ヤ
グ
の
語
を
周
到
に
洗
い
出
し
た
結
果
と
と
も
に
、
先
行
す
る
北
島
葭
江
氏
の

次
の
論
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
小
春
日
に
旅
に
つ
い
て
峠
に
か
か
る
と
、
平
和
な
爽
か
な
空
氣
の

　
　
中
で
、
秋
風
に
乾
い
た
や
う
な
小
笹
の
葉
が
さ
わ
く
と
鳴
っ
て
居
る
。

　
　
（
さ
や
ぐ
）
其
の
響
は
こ
の
山
に
一
層
澄
み
き
つ
た
明
る
い
情
景
を
現
は

　
　
さ
し
む
る
（
さ
や
に
）
の
で
あ
る
が
、
自
分
は
そ
の
明
る
い
天
地
の
間
に

　
　
今
し
別
れ
て
来
た
妹
の
こ
と
を
思
う
て
幽
窪
な
暗
い
心
の
道
を
辿
つ
て
居

　
　
る
。
（
「
『
さ
や
に
さ
や
ぐ
』
に
就
い
て
」
『
文
学
』
昭
１
０
年
２
月
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
さ
　
　
さ

　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

　
笹
の
葉
の
さ
や
ぐ
「
情
景
」
に
つ
い
て
、
「
澄
み
き
つ
た
明
る
い
情
景
」
、

「
明
る
い
天
地
の
間
」
を
読
み
取
っ
た
論
は
、
こ
れ
を
嗜
矢
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
少
な
く
と
も
、
サ
ヤ
ニ
サ
ヤ
グ
の
語
感
を
追
っ
て
、
従
来
の
把
握
と
は
異

な
る
「
（
吾
は
）
妹
思
ふ
」
情
況
と
対
を
な
す
「
明
る
い
」
情
景
が
措
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
議
論
が
終
結
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
思
う
に
、

サ
ヤ
ニ
サ
ヤ
グ
笹
の
葉
ず
れ
の
音
を
、
『
古
径
』
が
「
こ
の
山
の
風
趣
」
と
か
、

「
清
澄
な
自
然
」
と
置
き
替
え
た
点
に
原
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
笹
の
葉
の
さ

や
ぎ
を
一
っ
の
景
と
し
て
お
い
た
場
合
、
サ
ヤ
グ
が
明
る
く
清
澄
な
響
き
（
と

動
乱
）
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
す
で
に
し
て
わ
れ
わ
れ
に
は
、

「
騒
乱
」
や
「
寂
莫
」
を
伴
う
響
き
（
と
動
乱
）
で
あ
る
よ
り
は
耳
遠
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
北
島
論
に
戻
っ
て
、
笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
が
「
清
爽
又
は
明
澄
の
主
観

的
情
感
の
発
露
」
と
把
握
さ
れ
た
論
拠
を
確
か
め
て
み
る
に
、
サ
ヤ
グ
は
「
音

の
形
容
と
も
取
れ
れ
ば
、
又
清
、
爽
な
ど
の
情
感
を
表
示
し
た
も
の
と
も
取
れ

る
」
こ
と
、
「
さ
や
け
し
」
「
さ
や
か
」
「
さ
や
に
」
な
ど
の
サ
ヤ
が
「
清
、
明
、

爽
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
居
る
」
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
サ
ヤ
グ
を
「
音

の
形
容
」
を
主
と
し
て
把
握
す
る
点
に
な
お
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
が
（
前
掲

塩
谷
論
は
「
音
」
を
表
わ
す
語
と
し
、
『
時
代
別
上
代
編
』
は
、
擬
声
語
サ
ヤ

か
ら
発
し
て
、
音
や
色
の
形
容
を
表
示
す
る
語
と
す
る
）
、
そ
こ
に
「
清
爽
又

は
明
澄
の
主
観
的
情
感
の
発
露
」
を
み
た
の
は
卓
見
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
卓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

見
も
、
む
し
ろ
『
古
径
』
で
は
後
退
さ
せ
ら
れ
た
憾
み
が
あ
る
。
問
題
は
、
サ

ヤ
グ
が
な
ぜ
に
「
清
爽
又
は
明
澄
の
主
観
的
情
感
の
発
露
」
た
り
う
る
か
に
か

か
っ
て
い
る
。

　
今
日
、
サ
ヤ
ゲ
ド
モ
の
訓
を
採
る
解
に
つ
い
て
み
る
と
、
『
古
典
全
集
－
は

「
サ
ヤ
ニ
サ
ヤ
グ
の
サ
ヤ
は
サ
ヤ
サ
ヤ
と
い
う
音
で
あ
る
と
同
時
に
、
明
る
さ

の
印
象
を
伴
っ
て
い
る
。
作
者
は
上
三
句
で
外
界
の
明
る
さ
を
描
写
し
、
下
二

句
の
暗
い
気
分
と
対
比
さ
せ
た
」
と
し
、
『
古
典
集
成
』
で
は
上
三
句
を
「
笹

の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
と
山
の
清
々
し
さ
と
を
示
し
て
、
山
の
神
々
し
さ
を
表
わ

す
」
と
し
て
、
「
み
山
の
神
秘
的
な
そ
よ
め
き
も
、
妻
へ
の
思
い
に
凝
集
さ
れ

た
人
麻
呂
の
心
を
乱
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
前
者
は
北
島
論
を
敷
術

し
、
後
者
は
、
「
ミ
山
」
の
ミ
に
注
目
し
て
、
「
山
の
神
秘
性
」
に
言
及
し
た
伊

藤
博
氏
「
石
見
相
聞
歌
の
構
造
と
形
成
」
（
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
上
巻
）

の
論
を
踏
ま
え
て
の
解
で
あ
る
。
笹
の
葉
の
そ
よ
ぎ
に
「
神
秘
性
」
を
認
め
る

と
こ
ろ
、
伊
藤
論
に
は
経
験
的
感
覚
を
越
え
て
古
代
的
感
覚
に
近
づ
こ
う
と
す

る
意
図
が
窺
わ
れ
よ
う
。
が
、
「
神
秘
的
な
そ
よ
め
き
も
」
、
「
妻
へ
の
思
い
に

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

凝
集
さ
れ
た
」
「
心
を
乱
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
解
は
不
明
確
で
あ
り
、
「
そ

よ
め
き
」
と
「
心
の
乱
れ
て
い
な
い
こ
と
」
が
逆
説
で
繋
が
れ
る
点
は
、
一
、
、
ダ

ル
ト
モ
の
訓
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
様
の
問
題
を
残
す
と
い
え
な
く
も
な

い
。
「
神
秘
的
な
そ
よ
め
き
」
は
「
乱
れ
」
と
繋
が
れ
る
の
で
は
な
く
、
な
お

清
澄
な
明
る
さ
と
結
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
、
土
橋
寛
氏
『
万
葉
集



１
作
品
と
批
評
１
』
一
昭
３
１
年
）
が
、
「
笹
原
の
笹
が
風
に
吹
か
れ
て
さ
や
さ
や

と
音
を
立
て
、
山
全
体
が
さ
や
か
な
音
を
響
か
せ
て
心
を
そ
そ
る
の
で
あ
る
が
、

自
分
は
ひ
た
す
ら
物
思
い
に
沈
ん
で
ゆ
く
。
別
れ
て
来
た
妻
の
こ
と
を
思
う

て
」
と
解
さ
れ
た
方
向
で
あ
る
。
「
さ
さ
の
葉
は
、
み
山
も
さ
や
に
、
さ
や
げ

ど
も
」
の
「
爽
亮
な
サ
の
音
の
繰
返
し
」
に
「
心
を
そ
そ
る
よ
う
な
軽
快
な
ひ

び
き
」
を
認
め
ら
れ
た
解
釈
で
あ
る
が
、
北
島
論
の
「
清
爽
又
は
明
澄
の
主
観

的
情
緒
の
発
露
」
を
敷
術
し
て
説
得
的
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
加
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
以
外
に
、
第
一
反
歌
「
石
見
の
や
高
角
山
の
木
の

問
よ
り
わ
が
振
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
か
」
（
２
・
二
二
二
）
と
同
質
の
心
情
を

披
涯
す
る
も
の
と
す
る
中
西
進
氏
の
説
も
あ
る
。
二
首
の
反
歌
は
「
す
べ
て
、

落
葉
の
乱
れ
や
小
竹
の
葉
の
乱
れ
に
よ
っ
て
、
妹
を
『
見
る
』
こ
と
が
遮
ら
れ

る
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
当
該
反
歌
に
つ
い
て
は
、

「
袖
を
振
る
」
（
二
二
二
）
こ
と
に
「
恋
の
魂
合
い
」
１
１
「
魂
を
招
く
」
行
為
を

想
定
し
、
「
小
竹
の
葉
が
『
さ
や
に
さ
や
ぎ
』
、
妹
の
袖
振
る
こ
と
を
『
見
る
』

の
が
遮
ら
れ
、
恋
の
魂
合
い
は
な
し
難
い
の
だ
が
、
『
わ
れ
は
妹
思
ふ
』
と
い

う
の
で
あ
る
」
（
前
掲
書
）
と
い
う
独
特
の
解
を
示
す
。
だ
が
、
こ
の
解
も
、

笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
が
視
線
を
遮
蔽
す
る
も
の
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い

う
理
由
に
よ
っ
て
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
第
二
反
歌
が
も
と
も
と
初
案
に

は
な
く
、
石
見
相
聞
第
一
歌
群
の
「
高
角
山
」
１
－
見
納
め
山
を
越
え
た
時
点
に

視
点
を
定
め
て
追
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
伊
藤
・
前
掲
書
）
こ
と
も
、
こ
の

　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

解
に
と
っ
て
否
定
的
な
要
因
で
あ
る
。

（
四
）

　
そ
も
そ
も
、
サ
ヤ
グ
が
清
爽
・
明
澄
の
情
感
を
伴
う
と
い
う
こ
と
は
、
何
ゆ

え
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
古
代
的
感
覚
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
一
っ
に
擬
声
語
「
サ
ヤ
」
が
霊
力
の
発
動
と
関
連
す
る
こ
と
は
、

こ
こ
に
か
か
わ
っ
て
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
土
橋
寛
氏
『
古
代
歌
謡
全

注
釈
・
記
編
』
は
、
サ
ヤ
サ
ヤ
（
記
四
七
、
同
七
四
）
が
「
音
の
形
容
」
と

「
揺
れ
動
く
姿
の
形
容
」
で
あ
り
、
「
霊
威
の
活
動
す
る
姿
と
し
て
観
念
さ
れ

た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
、
サ
ヤ
か
ら
派
生
し
た
「
サ
ヤ
グ
」
（
記
二
〇
）
も
ま

た
「
揺
れ
動
く
形
に
も
音
に
も
用
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
サ
ヤ
系
統
の
語

の
一
面
に
古
代
の
霊
魂
観
念
の
表
出
を
見
る
こ
と
は
、
本
歌
の
解
に
あ
た
っ
て

も
肝
要
で
あ
る
。

　
サ
ヤ
グ
も
ま
た
、
明
ら
か
に
霊
力
・
生
命
力
の
発
動
、
顕
現
を
意
識
し
た
語

で
あ
る
。
サ
ヤ
グ
の
用
例
は
集
中
に
二
例
、
古
代
歌
謡
に
三
例
で
あ
る
。
『
古

径
』
に
も
詳
し
く
分
析
す
る
よ
う
に
、
歌
謡
、
和
歌
の
中
で
の
サ
ヤ
グ
は
、
五

例
中
四
例
ま
で
が
植
物
の
「
『
葉
』
に
対
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。

　
○
葦
辺
な
る
荻
の
葉
左
夜
芸
秋
風
の
吹
き
来
る
な
へ
に
雁
鳴
き
渡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
・
二
二
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
＠
笹
が
葉
の
佐
也
久
霜
夜
に
七
重
着
る
衣
に
ま
せ
る
子
ろ
が
肌
は
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
・
四
四
三
一
）

　
　
狭
井
川
よ
　
雲
立
ち
渡
り
　
畝
傍
山
　
木
の
葉
佐
夜
芸
奴
　
風
吹
か
む
と

　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
記
二
〇
）

　
＠
畝
傍
山
　
昼
は
雲
と
ゐ
　
夕
さ
れ
ば
　
風
吹
か
む
と
そ
　
木
の
葉
佐
夜
牙

　
　
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
記
二
一
）

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
サ
ヤ
グ
に
は
霊
力
の
活
動
を
意
味
す
る
こ
と
が
顕
著
に

認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
わ
ず
か
に
、
記
歌
謡
の
例
が
そ
の
意
味
を
担
っ

て
い
る
（
『
全
注
釈
』
）
に
す
ぎ
な
い
。
『
古
径
』
で
は
、
サ
ヤ
グ
が
植
物
の
葉

に
関
す
る
語
で
あ
る
こ
と
の
み
を
強
調
し
、
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

む
し
ろ
以
下
の
よ
う
な
サ
ヤ
グ
に
は
、
霊
力
の
活
動
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
読

め
る
で
あ
ろ
う
。

　
＠
こ
こ
に
天
の
忍
穂
耳
の
命
、
天
の
浮
橋
に
た
た
し
て
詔
ら
し
し
く
、
「
豊

　
　
葦
原
の
千
秋
の
長
五
百
の
水
穂
の
国
は
、
伊
多
久
佐
夜
芸
弓
有
那
理
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
記
上
巻
）

　
¢
－
取
葺
計
留
草
乃
喋
岐
【
古
語
云
蘇
蘇
岐
】
、
御
床
都
比
乃
佐
夜
伎
、
夜

　
　
女
能
伊
須
須
伎
、
伊
豆
都
志
伎
事
無
久
－
　
　
　
　
　
（
大
殿
祭
の
祝
詞
）

　
＠
は
天
つ
神
の
降
臨
に
際
し
て
、
天
神
の
側
か
ら
葦
原
中
国
が
「
サ
ヤ
ギ

テ
」
あ
る
世
界
と
捉
え
ら
れ
る
。
同
趣
旨
の
表
現
は
、
神
武
記
・
熊
野
の
高
倉

下
の
献
剣
の
条
に
「
葦
原
中
国
は
伊
多
玖
佐
夜
芸
帝
阿
理
那
理
」
、
神
武
即
位

前
紀
に
「
葦
原
中
国
は
猶
聞
喧
擾
之
響
焉
。
【
聞
喧
擾
之
響
、
是
を
ば
左
椰
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

利
奈
離
と
云
ふ
】
」
と
も
見
ら
れ
る
。
『
記
』
の
天
っ
神
降
臨
に
相
当
す
る
『
書

紀
』
本
文
で
は
、
「
然
も
彼
の
地
（
葦
原
中
国
）
に
、
多
に
蛍
火
の
光
く
神
、

及
び
蝿
声
な
す
邪
し
き
神
有
り
。
復
草
木
成
に
能
く
言
語
ふ
こ
と
有
り
」
（
一

書
第
六
。
風
土
記
、
祝
詞
に
も
類
似
の
表
現
が
あ
る
）
と
記
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
葦
原
中
国
の
「
い
た
く
サ
ヤ
ギ
て
あ
」
る
状
景
の

一
面
に
、
「
草
木
成
に
能
く
言
語
ふ
」
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
草
木
の
サ

ヤ
ギ
は
、
見
え
ざ
る
存
在
、
神
威
の
発
動
で
あ
り
、
霊
力
の
動
揺
で
あ
る
。
葦

原
中
国
を
草
木
の
サ
ヤ
グ
領
域
と
し
、
邪
悪
な
神
々
の
棲
む
世
界
と
す
る
の
は

記
紀
の
表
出
す
る
一
つ
の
傾
向
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
む
ろ
ん
天
つ
神
の
神
学
の

も
と
に
整
斉
さ
れ
た
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
サ
ヤ
グ

が
本
歌
の
解
釈
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
木
の
葉
の
さ
や
ぎ

に
霊
力
の
活
動
を
見
る
点
で
は
、
「
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ
」
と
異
な
る
こ
と
は

な
い
。
こ
こ
に
も
、
草
木
の
葉
の
サ
ヤ
ギ
が
醸
す
古
代
的
語
感
を
看
取
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
¢
の
「
御
床
都
比
」
の
ヒ
（
甲
類
）
は
霊
威
観
念
を
表
わ
す
語
で
あ
る
（
倉

野
憲
司
氏
校
注
『
古
事
記
・
祝
詞
』
は
「
神
霊
」
と
注
す
る
）
。
と
す
れ
ば
、

「
御
床
っ
ヒ
の
さ
や
ぎ
」
に
は
、
サ
ヤ
ギ
が
ヒ
（
霊
力
）
の
発
動
で
あ
る
こ
と

が
よ
り
直
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
笹
の
葉
と
サ
ヤ
グ
と
の
関
連
で
は
、
本
歌
の
解
釈
に
関
し
て
必
ず

引
か
れ
る
『
古
語
拾
遺
』
が
注
目
さ
れ
る
。
日
神
（
天
照
大
神
）
の
天
石
窟
か



ら
の
出
現
に
際
し
て
、
諸
神
が
歌
舞
し
つ
つ
唱
え
た
と
い
う
次
の
例
で
あ
る
。

　
　
ア
ハ
レ
　
ア
ナ
オ
モ
シ
ロ
　
　
ア
ナ
タ
ノ
シ
　
ア
ナ
サ
ヤ
ケ
　
オ
ケ

　
　
阿
波
礼
。
阿
那
於
茂
志
呂
。
阿
那
多
能
志
。
阿
那
佐
夜
憩
。
妖
憩
。

そ
れ
ら
に
は
逐
一
語
注
が
記
さ
れ
て
い
て
、
「
阿
那
佐
夜
憩
」
に
は
「
竹
葉
之

声
也
」
と
注
す
る
。
そ
れ
ら
の
注
記
は
「
語
源
俗
解
」
風
一
西
宮
一
民
氏
校
注

『
古
語
拾
遺
』
一
で
は
あ
る
が
、
サ
ヤ
ケ
シ
の
語
幹
サ
ヤ
ケ
に
「
竹
葉
の
声
」
と

注
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
神
楽
の
採
物
な
ど
の
笹
葉
と
の
関
連
性
が
意
識
さ
れ
て

い
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
「
竹
葉
の
声
」
に
サ
ヤ
ケ
シ
の
語
感
を
感
じ
て
の
注

記
と
見
て
よ
い
。
北
島
論
が
サ
ヤ
の
語
に
「
明
澄
」
な
る
語
感
を
措
定
す
る
に

際
し
て
、
こ
の
例
を
重
視
し
た
の
も
、
ゆ
え
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
イ
笹
・

ユ
笹
」
な
ど
、
笹
が
神
聖
観
念
を
表
わ
す
イ
・
ユ
の
語
彙
を
も
っ
て
表
出
さ
れ

る
こ
と
に
も
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
よ
く
示
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
採
物
と
し
て

の
植
物
の
中
で
、
竹
や
笹
の
葉
が
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
多
く
の
事

例
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
て
、
笹
の
葉
が
サ
ヤ
ニ
サ
ヤ
グ
景
と
は
、
心
を
浮
き

立
た
せ
、
弾
ま
せ
、
生
命
の
躍
動
を
促
す
よ
う
な
、
肯
定
的
感
覚
を
誘
発
す
る

そ
れ
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
明
澄
・
清
爽
な
語
感
が
そ
こ
に
は
認
め

ら
れ
る
。
サ
ヤ
グ
の
語
に
そ
の
よ
う
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
島

論
の
指
摘
の
う
ち
に
古
代
的
な
感
性
を
見
さ
だ
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

人
麻
呂
に
お
い
て
「
自
然
」
が
い
か
な
る
様
相
と
し
て
存
在
し
た
か
は
な
お
大

き
な
問
題
だ
が
、
こ
こ
に
、
「
自
然
」
に
向
か
う
一
つ
の
古
代
的
感
覚
を
想
定

　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
自
然
」
と
い
っ
て
し
ま
う
の
で
は
微
妙
な
齪
艦
が
生

じ
る
か
も
知
れ
ぬ
笹
の
葉
の
サ
ヤ
ギ
は
、
古
代
的
生
命
力
の
発
動
そ
の
も
の
で

あ
り
、
こ
の
と
き
「
妹
」
と
別
れ
来
た
「
わ
れ
」
は
そ
れ
に
抗
い
な
が
ら
、

「
妹
」
へ
の
思
い
に
沈
潜
す
る
。
か
く
し
て
、
笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
と
妹
思
う
こ

と
と
は
、
直
接
的
に
ド
モ
で
結
ば
れ
う
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
麻
呂
歌
集
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
高
嶋
の
安
曇
川
波
は
さ
わ
け
ど
も
（
畷
靹
）
吾
は
家
思
ふ
宿
り
か
な
し
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
・
一
六
九
〇
）

　
こ
れ
と
本
歌
が
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
安
曇
川
の
「
川
波

の
さ
わ
き
」
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
も
、
笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
の
そ
れ
と
同
様

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
サ
ワ
ク
は
「
物
の
動
揺
し
さ
わ
ぐ
さ
ま
の
形
容
」
（
沢
滝
『
注
釈
』
五
〇
三

番
歌
の
条
）
で
、
音
一
聴
覚
）
を
主
に
し
、
な
お
形
（
視
覚
）
と
の
共
存
を
表

わ
す
（
『
時
代
別
上
代
編
』
）
、
そ
れ
が
植
物
の
「
葉
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
点
（
『
古
径
』
）
に
お
い
て
、
サ
ヤ
グ
と
の
差
異
を
有
す
る
。
事
例

に
即
し
て
も
、
サ
ヤ
グ
よ
り
も
喧
喋
感
が
強
い
。
し
か
し
同
時
に
、
擬
声
語
サ

ワ
の
動
詞
化
し
た
語
で
あ
り
、
サ
ヤ
サ
ヤ
・
サ
ワ
サ
ワ
・
サ
ヰ
サ
ヰ
一
サ
ヱ
サ

ヱ
）
と
語
根
を
同
じ
く
す
る
（
『
時
代
別
上
代
編
』
）
こ
と
か
ら
し
て
、
霊
力
の

発
動
を
意
識
し
た
音
の
形
容
と
い
う
側
面
を
も
も
つ
（
野
田
浩
子
「
さ
わ
く
」

『
古
代
語
を
読
む
』
）
。
は
た
し
て
、
集
中
に
お
け
る
波
の
サ
ワ
キ
は
肯
定
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
さ
　
　
さ

　
　
　
　
　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

情
感
を
も
否
定
的
な
情
感
を
も
担
う
が
、
圧
倒
的
に
前
者
の
例
が
多
い
。
こ
と

に
轟
旅
、
行
幸
の
歌
に
お
い
て
、
白
波
の
立
つ
音
や
形
は
土
地
讃
め
の
た
め
の

景
物
と
し
て
の
意
味
を
負
う
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
サ
ヤ
ケ
シ

の
語
で
表
現
さ
れ
る
。
「
宿
り
か
な
し
み
」
「
家
思
ふ
」
と
い
う
下
句
と
ド
モ
で

繋
が
れ
る
「
川
波
の
サ
ワ
キ
」
は
、
こ
れ
に
通
じ
る
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
諸
注
「
川
波
は
さ
わ
い
で
い
る
が
（
自
分
は
そ
れ
に
も
ま
ぎ
れ

ず
・
心
さ
わ
が
ず
）
」
な
ど
と
解
す
る
な
か
で
、
「
さ
ら
さ
ら
と
音
高
く
流
れ
て

い
る
が
－
」
（
『
古
典
集
成
』
）
の
解
の
よ
り
的
確
な
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
川
波
の
さ
わ
き
」
と
「
小
竹
の
さ
や
ぎ
」
と
は
、
と
も
に
生
命
力
の
躍
動
に

裏
打
ち
さ
れ
た
清
爽
・
明
澄
な
景
物
で
あ
る
。

　
表
記
の
面
か
ら
も
、
サ
ワ
ク
に
「
動
」
（
３
・
二
六
〇
な
ど
）
、
「
散
動
」

（
６
・
九
二
七
な
ど
）
の
字
を
も
っ
て
充
て
た
点
に
、
サ
ヤ
グ
に
「
乱
」
字
を

充
て
た
意
識
と
の
繋
が
り
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
「
松
浦
舟
乱
穿
江
之
」
（
１
２
・
三

一
七
三
）
が
サ
ワ
ク
と
訓
め
る
（
『
注
釈
』
、
『
全
注
』
）
こ
と
も
、
ま
た
サ
ワ
ク

と
サ
ヤ
グ
の
重
な
り
を
想
定
さ
せ
る
。

（
五
）

　
以
上
に
よ
っ
て
、
笹
の
葉
の
サ
ヤ
ギ
に
ま
っ
わ
る
古
代
的
感
覚
と
、
そ
れ
が

妹
思
フ
こ
と
と
ド
モ
で
結
ば
れ
る
関
係
は
明
確
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
も
う
一

つ
、
こ
の
歌
の
享
受
を
通
し
て
想
定
さ
れ
る
、
ミ
ダ
ル
の
訓
に
つ
い
て
の
否
定

一
二

的
要
因
を
付
け
加
え
て
結
び
た
い
。

　
ミ
ダ
ル
ト
モ
の
訓
に
立
つ
諸
注
に
は
、
そ
れ
が
古
写
本
（
金
・
元
・
類
・

古
・
紀
な
ど
）
に
広
く
見
ら
れ
る
訓
で
あ
る
こ
と
へ
の
顧
慮
が
あ
る
ら
し
い
。

し
か
し
一
方
に
、
訓
点
の
次
元
の
問
題
で
は
な
い
も
の
の
、
ミ
ダ
ル
と
当
該
歌

の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
歴
史
も
あ
る
。

　
ａ
さ
さ
の
葉
は
み
山
も
そ
よ
に
わ
か
る
ら
ん
我
は
妹
に
し
別
れ
来
ぬ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
六
帖
４
・
二
三
六
四
）

　
　
　
　
　
　
は
＾
異
本
一

　
ｂ
さ
さ
の
は
も
み
山
も
そ
よ
に
み
だ
る
ら
ん
わ
れ
は
い
も
思
ふ
お
き
て
き

　
　
ぬ

　
　
つ
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
柿
本
集
上
・
三
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
（
異
本
一

　
Ｃ
さ
さ
の
葉
は
み
山
も
そ
よ
に
乱
る
め
り
わ
れ
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
集
１
０
・
九
〇
〇
「
轟
旅
」
）

　
い
ず
れ
も
、
上
句
は
「
乱
る
」
の
系
統
、
な
い
し
は
笹
の
葉
の
視
覚
的
印
象

に
よ
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
上
句
と
下
句
と
の
関
係
が
逆
説
に
よ
る
結
合
を
振

り
切
っ
て
、
乱
れ
る
笹
の
葉
の
状
態
と
我
の
妹
思
う
状
態
と
を
並
列
的
に
繋
ぐ

こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
。
こ
れ
ら
で
は
、
笹
の
葉
が

「
み
山
も
そ
よ
に
乱
る
（
わ
か
る
）
」
情
景
と
「
我
は
妹
思
ふ
」
こ
と
と
は
等
価

で
あ
り
、
笹
の
葉
の
「
そ
よ
ぐ
」
情
景
は
、
別
れ
て
来
た
妹
を
思
う
「
我
」
の

状
態
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
、
こ
れ
を
投
影
す
る
景
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
「
乱
る
」
と
「
思
ふ
」
と
を
同
範
鴫
の
語
と
す
る
意
識

が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
二
つ



が
「
ト
モ
」
で
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
古
訓
の
ミ
ダ
ル
ト
モ
は
、
す
で
に
し

て
笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
と
妹
思
う
こ
と
と
を
逆
説
関
係
で
繋
ぐ
こ
と
の
危
う
さ
を

内
包
し
て
あ
っ
た
こ
と
の
、
こ
れ
も
証
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
他
方
で
、
（
み
山
の
）
笹
の
葉
は
サ
ヤ
グ
も
の
と
し
て
の
享
受
の
方

向
が
想
定
さ
れ
る
。
す
で
に
塩
谷
氏
が
サ
ヤ
グ
の
語
意
は
ソ
ヨ
グ
と
同
義
で
あ

る
こ
と
の
例
証
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
と
も
重
な
る
が
、
「
中
古
以
降
歌
語
と
し

て
残
っ
た
『
サ
ヤ
グ
』
」
（
前
掲
塩
谷
論
）
は
、
ほ
ぼ
「
笹
の
葉
」
と
結
び
っ
き
、

笹
の
葉
の
「
さ
や
に
（
そ
よ
に
）
」
「
さ
や
ぐ
（
そ
よ
ぐ
）
」
と
い
う
定
型
表
現

が
認
め
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
「
笹
の
葉
の
さ
や
ぎ
」
は
冬
の
季
節
感
と
佳
し
い

情
感
を
揺
曳
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
が
「
霜
夜
」
と
結
び
っ

い
て
表
わ
れ
る
場
合
、
「
小
竹
が
葉
の
さ
や
ぐ
霜
夜
」
（
前
掲
・
四
四
三
一
）
の

よ
う
な
万
葉
歌
の
享
受
と
い
う
方
向
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
同

時
に
、

　
　
　
　
百
首
歌
奉
り
し
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
政
太
政
大
臣
藤
原
良
経

ｄ
さ
さ
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
う
ち
そ
よ
ぎ
凍
れ
る
霜
を
吹
く
嵐
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
集
６
・
六
一
五
「
冬
歌
」
）

　
　
　
崇
徳
院
御
時
、
百
首
奉
り
け
る
に
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
清
輔
朝
臣

ｅ
君
来
ず
は
ひ
と
り
や
寝
な
ん
さ
さ
の
葉
の
み
山
も
そ
よ
に
さ
や
ぐ
霜
夜
を

冬
の
歌
の
中
に

　
小
竹
の
葉
の
さ
や
ぎ

（
同
６
・
六
一
六
「
冬
歌
」
）

　
　
　
　
前
大
納
言
為
家

　
ｆ
嵐
吹
く
み
山
の
い
ほ
の
さ
さ
の
葉
の
さ
や
ぐ
を
き
け
ば
譲
降
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
葉
集
７
・
一
〇
一
〇
「
冬
歌
」
）

の
よ
う
な
事
例
に
は
、
「
笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
（
そ
よ
に
）
さ
や
ぐ
（
そ

よ
ぐ
）
」
の
形
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
（
ｅ
は
『
清
輔
集
』
二

二
一
番
に
、
ｄ
は
良
経
家
集
『
秋
篠
月
清
集
』
七
五
九
番
に
第
四
句
「
こ
ほ
れ

る
つ
ゆ
を
」
と
し
て
載
る
）
。
一
方
で
は
、
こ
れ
ら
の
本
歌
で
あ
る
人
麻
呂
歌

が
「
笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
ぐ
」
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
可
能
性
を
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
人
麻
呂
歌
二
二
三
番
の
受
容
と
い
う
点
か
ら
は
、
ａ
－
ｃ
の
群
と
ｄ
－
ｆ
の

群
と
の
差
異
の
因
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
が
な
お
問
題
で
は
あ
る
が
、
植
物
の

「
乱
る
」
こ
と
が
恋
情
の
乱
れ
と
比
瞼
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
、
笹
の
葉
は
さ

や
ぐ
（
そ
よ
ぐ
）
も
の
と
把
握
さ
れ
る
こ
と
の
二
点
を
と
お
し
て
、
こ
れ
ら
の

享
受
の
あ
り
よ
う
が
人
麻
呂
歌
の
解
釈
に
投
げ
か
け
る
意
味
は
、
決
し
て
小
さ

く
は
な
い
と
思
う
。

　
【
注
記
】
　
本
論
中
、
万
葉
集
以
外
の
和
歌
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
』

　
　
一
角
川
書
店
）
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

一
三
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