
は
じ
め
に

長
徳
二
年
（
九
九
六
）
夏
、
紫
式
部
は
、
守
と
し
て
赴
任
す
る
父
為
時
に
伴

わ
れ
て
、
越
前
国
へ
下
向
し
た
。『
紫
式
部
集
』
の
歌
の
配
列
か
ら
し
て
、
往

路
は
、
琵
琶
湖
西
岸
沿
い
の
コ
ー
ス
を
と
っ
て
舟
行
し
、
塩
津
に
上
陸
し
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
式
部
に
と
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
生
涯
で
初
め
て
の
船
旅
で

あ
っ
た
。

近
江
の
海
に
て
、
三
尾
が
崎
と
い
ふ
所
に
、
網
引
く
を
見
て

三
尾
の
海
に
網
引
く
民
の
て
ま
も
な
く
立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

ま
た
、
磯
の
浜
に
、
鶴
の
声
々
に
鳴
く
を

磯
が
く
れ
お
な
じ
心
に
た
づ
ぞ
鳴
く
な
に
思
ひ
出
づ
る
人
や
た
れ
ぞ
も

夕
立
し
ぬ
べ
し
と
て
、
空
の
曇
り
て
ひ
ら
め
く
に

か
き
く
も
り
夕
立
つ
波
の
あ
ら
け
れ
ば
浮
き
た
る
舟
ぞ
し
づ
心
な
き

塩
津
山
と
い
ふ
道
の
い
と
し
げ
き
を
、
賤
の
男
の
あ
や
し
き
さ
ま

ど
も
し
て
、「
な
ほ
か
ら
き
道
な
り
や
」
と
い
ふ
を
聞
き
て

知
り
ぬ
ら
む
ゆ
き
き
に
な
ら
す
塩
津
山
よ
に
ふ
る
道
は
か
ら
き
も
の
ぞ

と
み
づ
う
み
に
、
お
い
つ
島
と
い
ふ
洲
崎
に
向
ひ
て
、
わ
ら
は
べ
の

浦
と
い
ふ
入
海
の
を
か
し
き
を
、
口
ず
さ
み
に

お
い
つ
島
島
守
る
神
や
い
さ
む
ら
む
波
も
騒
が
ぬ
わ
ら
は
べ
の
浦

筆
者
は
、
か
つ
て
二
度
に
わ
た
っ
て
こ
の
五
首
の
歌
群
に
つ
い
て
考
察
を
試

み
、

を
往
路
、

を
復
路
の
歌
と
推
定
し
た
上
で
、
湖
上
で
の
旅
の
不

安
を
詠
ん
だ

を
展
開
軸
と
し
て
、
前
に
都
恋
し
の
思
い
を
切
々
と
う
た
い
上

げ
た

・

を
置
き
、
後
に
「
塩
津
山
」
な
る
地
名
と
形
容
詞
「
か
ら
し
」
の

縁
語
仕
立
て
や
、
地
名
に
含
ま
れ
た「
老
」と
「
童
」
の
対
比
な
ど
、
こ
と
ば
の

機
知
を
楽
し
む
余
裕
を
見
せ
る

・

を
配
し
た
こ
の
歌
群
を
、
そ
れ
自
体
一

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

一
四

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

｜
｜
紫
式
部
の
旅
路
｜
｜

原

田

敦

子



つ
の
完
結
体
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
配
列
法
を
と
っ
た
式
部
の
意
図
を
読
み
解

く
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
は
、

の
歌
で
は
、「
浮
き
た
る
舟
」
が
、
従
来
の

「
流
浪
」「
漂
泊
」
と
い
っ
た
水
平
感
覚
で
は
な
く
、
式
部
が
湖
上
で
夕
立
に
あ

っ
て
、
激
し
く
上
下
動
す
る
舟
に
身
を
委
ね
、
初
め
て
死
の
恐
怖
に
直
面
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
存
在
そ
の
も
の
ま
で
も
が
根
底
か
ら
く
つ
が
え
さ
れ

る
危
険
性
を
は
ら
ん
だ
、
垂
直
感
覚
を
伴
っ
た
存
在
の
原
感
覚
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

以
下
の
小
論
で
は
、
旅
立
ち
早
々
に
望
郷
の
思
い
が
う
た
い
上
げ
ら
れ
た

・

の
歌
を
取
り
上
げ
て
、
旅
路
の
紫
式
部
の
心
中
を
占
め
て
い
た
も
の
が

何
で
あ
り
、
こ
の
旅
が
彼
女
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
を

改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

一

三
尾
が
崎
の
性
格

の
歌
に
詠
ま
れ
た
三
尾
が
崎
は
、
現
在
白
髭
神
社
が
鎮
座
す
る
高
島
郡
高

島
町
の
明
神
崎
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
琵
琶
湖
西
岸
の
ほ
ぼ

中
央
部
、
東
に
向
か
っ
て
突
出
し
た
山
地
の
一
端
で
、
滋
賀
郡
と
高
島
郡
の
郡

界
で
あ
る
と
と
も
に
、
湖
岸
を
走
る
西
近
江
路
が
出
岬
の
先
端
で
す
ぐ
湖
に
迫

る
典
型
的
な
隘
路
を
な
す
、
古
来
要
害
の
地
で
あ
っ
た
。『
万
葉
集
』
巻
九
に
、

思
ひ
つ
つ
来
れ
ど
来
か
ね
て
水
尾
の
崎
真
長
の
浦
を
ま
た
か
へ
り
見
つ

（
一
七
三
三
）

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

一
五

と
詠
ま
れ
る
景
勝
の
地
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
湖
に
突
出
し
た
地
形
が
こ
の

地
に
も
た
ら
し
た
意
味
に
は
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
式
部
の
琵
琶
湖
旅

詠
群
の
最
初
に
三
尾
が
崎
の
歌
が
置
か
れ
た
の
も
、
実
は
こ
の
崎
の
有
す
る
象

徴
性
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

野
本
寛
一
氏
は
、「
岬
は
陸
地
の
果
て
、
陸
と
海
と
の
鋭
敏
な
接
点
、
す
な

わ
ち
陸
と
海
と
が
せ
め
ぎ
合
う
場
」
で
あ
り
、
日
本
人
は
、
古
来
、
そ
の
岬
を

魂
の
原
郷
「
常
世
」
へ
の
旅
立
ち
の
場
と
意
識
し
、
ま
た
、
常
世
か
ら
神
々
が

依
り
来
る
聖
な
る
場
と
し
て
守
り
つ
づ
け
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
湖
に
突

き
出
た
崎
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
先
に
、

琵
琶
湖
の
西
岸
唐
崎
の
境
界
性
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
水
と
陸
と
の

境
界
で
あ
る
崎
は
、
人
や
物
が
寄
り
来
る
地
点
で
も
あ
っ
た
。
天
平
宝
字
八
年

（
七
六
四
）
叛
乱
を
起
こ
し
た
恵
美
押
勝
（
藤
原
仲
麻
呂
）
は
、
愛
発
関
を
突

破
し
え
ず
西
近
江
路
を
戻
り
、
三
尾
が
崎
の
隘
路
で
官
軍
方
に
水
陸
よ
り
攻
め

ら
れ
て
、
妻
子
三
十
四
人
と
乗
船
、
勝
野
鬼
江
に
浮
か
ん
だ
と
こ
ろ
を
捕
え
ら

れ
、
悉
く
斬
首
さ
れ
て
い
る
。
勝
野
鬼
江
は
、
明
神
崎
の
す
ぐ
北
、
高
島
町
打

下
に
あ
る
内
湖
乙
女
ヶ
池
に
、
わ
ず
か
に
そ
の
面
影
を
と
ど
め
る
と
い
う
。
天

然
の
要
害
で
あ
る
三
尾
が
崎
が
軍
略
上
の
要
地
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
ま
た
な

い
。
あ
た
か
も
魔
の
手
に
お
び
き
寄
せ
ら
れ
る
如
く
、
惨
劇
の
地
に
踏
み
込
ん

で
い
っ
た
仲
麻
呂
の
運
命
に
、
三
尾
が
崎
の
境
界
性
が
重
な
っ
て
見
え
る
。

ま
た
、『
三
宝
絵
』
下
｜
二
十
に
よ
れ
ば
、
大
和
国
長
谷
寺
の
本
尊
十
一
面



観
音
を
彫
っ
た
霊
木
は
、
大
水
の
時
に
流
出
し
た
「
大
ナ
ル
木
」
が
「
近
江
国

高
嶋
郡
ノ
ミ
ヲ
ガ
崎
」
に
寄
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
話
は
『
今
昔
物

語
集
』
十
一
｜
三
十
一
、『
長
谷
寺
縁
起
文
』、『
扶
桑
略
記
』（
聖
武
天
皇
神
亀

四
年
三
月
三
十
日
条
）、『
諸
寺
縁
起
集
』、『
諸
寺
略
記
』
な
ど
多
く
の
文
献
に

収
載
さ
れ
、
い
ず
れ
も
細
部
に
そ
の
伝
を
異
に
す
る
。『
三
宝
絵
』
の
伝
に
関

し
て
言
え
ば
、
寄
り
来
る
神
の
型
を
踏
ま
え
た
こ
の
縁
起
譚
も
、
三
尾
が
崎
の

境
界
性
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
旅
中
の
紫
式
部
が
、
三
尾
が
崎
に
ま
つ
わ
る

こ
の
よ
う
な
歴
史
や
故
事
を
ど
の
程
度
承
知
し
て
い
た
か
は
、
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
地
を
仲
麻
呂
の
悲
劇
や
霊
木
伝
説
の
舞
台
た
ら
し
め
た
特
異
な

地
形
に
強
い
印
象
を
受
け
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
か
ろ
う
。

上
田
篤
氏
は
、
サ
キ
の
性
格
を
、
◯一
藻
刈
場
、
◯二
漁
場
、
◯三
境
界
、
◯四
見
張

所
、
◯五
海
か
ら
み
た
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
、
◯六
航
海
上
の
難
所
な
ど
と
列
挙
し
た
上

で
、
人
び
と
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
思
い
の
寄
せ
ら
れ
る
サ
キ
が
、
一
種
神
聖
な
観

念
を
帯
び
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
◯一
の
藻
刈
場
に
つ
い
て
は
直
接
の

資
料
が
な
い
が
、

の
歌
に
よ
り
、
三
尾
が
崎
が
漁
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し

か
で
あ
る
。
三
尾
が
崎
の
頂
上
部
に
比
定
さ
れ
る
壬
申
の
乱
の
際
の
「
三
尾

城
」
に
見
張
所
と
し
て
の
役
割
を
認
め
る
な
ら
ば
、
三
尾
が
崎
は
、
サ
キ
と
し

て
の
典
型
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
現
在
明
神
崎

の
名
の
由
来
と
も
な
っ
て
い
る
白
髭
明
神
は
、
垂
仁
天
皇
の
時
代
の
創
建
と
伝

え
ら
れ
、『
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
正
月
十
八
日
条
に

授
二

近
江
国
无
位
比
良
神
従
四
位
下
一。

と
あ
る
「
比
良
神
」
が
、
こ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
崎
は
古
く
よ

り
聖
な
る
地
で
も
あ
っ
た
。

琵
琶
湖
を
西
岸
沿
い
に
航
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
式
部
一
行
に
と
っ
て
、

こ
の
三
尾
が
崎
は
、
何
よ
り
も
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
藤
本
勝
義
氏
は
、「
網
引
く
」
漁
は
朝
か
夕
方
と
見
る
の
が
普

通
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
式
部
ら
が
そ
の
時
間
帯
に
三
尾
が
崎
に
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
こ
に
宿
泊
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
、
前
日
大
津
に
一
泊

し
た
式
部
た
ち
の
一
行
が
琵
琶
湖
の
船
旅
の
第
一
夜
を
三
尾
が
崎
で
過
し
た
と

考
え
ら
れ
た
が
、
い
か
に
波
穏
や
か
な
琵
琶
湖
で
あ
っ
て
も
、
湖
面
に
突
き
出

し
た
崎
に
停
泊
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
現
に

の
歌
で
は

夕
立
に
遭
っ
て
、
船
が
荒
波
に
翻
弄
さ
れ
る
恐
怖
を
体
験
し
て
い
る
。
三
尾
が

崎
の
す
ぐ
北
に
存
し
た
勝
野
津
は
、『
万
葉
集
』
に

大
御
船
泊
て
て
さ
も
ら
ふ
高
島
の
三
尾
の
勝
野
の

し
思
ほ
ゆ

（
巻
七
・
一
一
七
一
）

と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
の
船
も
停
泊
す
る
程
の
要
港
で
あ
っ
た
し
、『
延

喜
式
』
主
税
上
の
「
諸
国
運
漕
雑
物
功
賃
」
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
若
狭
国
の
租

米
を
船
積
み
し
て
大
津
ま
で
送
る
貢
納
津
で
も
あ
っ
た
の
で
、
式
部
ら
の
一
行

も
こ
こ
に
一
泊
し
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
式
部
ら
の
船
が
三
尾
が

崎
に
さ
し
か
か
つ
た
の
は
、
琵
琶
湖
の
船
旅
の
第
一
日
が
無
事
終
り
に
近
づ
い

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

一
六



た
夕
方
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
大
津
か
ら
船
出
し
て
一
日
の
行
程
に
あ
り
、

か
つ
湖
に
突
き
出
し
た
地
形
を
な
す
三
尾
が
崎
は
、
琵
琶
湖
を
航
行
す
る
船
人

に
と
っ
て
、
格
好
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

滋
賀
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
琵
琶
湖
の
漁
業
に
関
す
る
民
俗
調
査
に
、

高
島
町
の
す
ぐ
南
、
志
賀
町
北
小
松
で
大
正
末
期
か
ら
戦
前
に
か
け
て
行
わ
れ

た
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

地
曳
の
期
間
は
、
一
一
月
よ
り
九
月
中
頃
ま
で
だ
っ
た
が
、
盛
漁
期
は
七

月
頃
ま
で
で
あ
る
。
一
日
の
う
ち
、
早
朝
一
回
と
夕
方
一
回
の
二
回
曳
き
、

そ
れ
ぞ
れ
約
三
時
間
を
要
し
、
日
出
前
及
び
日
没
前
で
月
を
目
安
と
し
て

季
節
に
よ
り
時
間
が
少
し
異
な
る
。

平
安
の
昔
、
紫
式
部
が
目
に
し
た
三
尾
が
崎
で
の
漁
も
、
こ
こ
に
い
う
日
没
前

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

二
「
立
ち
居
に
つ
け
て
」
と
「
立
ち
居
る
も
の
と
」

た
だ
で
さ
え
物
思
う
こ
と
の
多
い
黄
昏
時
、
見
馴
れ
な
い
漁
民
た
ち
が
蝟
集

し
て
網
を
引
く
さ
ま
は
、
都
か
ら
の
距
離
を
実
感
さ
せ
、
都
恋
し
の
思
い
を
つ

の
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も
」
の
「
立
ち
居
」

は
、
嘱
目
の
漁
民
の
網
引
く
動
作
で
あ
る
と
と
も
に
、
都
を
思
っ
て
落
ち
着
か

な
い
式
部
の
動
作
で
も
あ
ろ
う
。

題
し
ら
ず

凡
河
内
躬
恒

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

一
七

秋
霧
の
は
る
る
時
な
き
心
に
は
立
ち
ゐ
の
そ
ら
も
思
ほ
え
な
く
に

（
古
今
集

恋
二
・
五
八
〇
）

こ
こ
で
は
、「
立
ち
ゐ
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
秋
霧
の
動
き
と
人
の
動
作
に
掛

け
ら
れ
、
次
の
『
赤
染
衛
門
集
』
の
場
合
も
、
雉
の
動
き
と
人
の
動
作
に
掛
け

ら
れ
る
。（

大
原
少
将
入
道
が
）
重
く
な
り
ま
さ
り
た
ま
ふ
と
あ
り
し
に
、

も
の
の
み
あ
は
れ
な
る
に
、
き
じ
の
立
ち
居
せ
し
に

山
深
く
す
ま
ふ
き
ぎ
す
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
立
ち
居
に
つ
け
て
も
の
ぞ
悲
し
き

（
五
二
五
）

右
の
よ
う
に
、
歌
の
世
界
で
は
「
立
ち
居
」「
立
ち
居
る
」
は
、
霧
や
鳥
に

つ
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
従
来
、
式
部
の
歌
の
「
立
ち
居
に
つ
け

て
」
は
、
式
部
よ
り
少
し
先
に
肥
前
に
旅
立
っ
て
行
っ
た
親
友
の
歌
に
、

津
の
国
と
い
ふ
所
よ
り
お
こ
せ
た
り
け
る

難
波
潟
む
れ
た
る
鳥
の
も
ろ
と
も
に
立
ち
居
る
も
の
と
思
は
ま
し
か
ば

と
詠
ま
れ
る
「
立
ち
居
る
」
な
る
表
現
に
関
連
づ
け
て
、
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
は
や
く
竹
内
美
千
代
氏
は
、

の
歌
が

の
歌
を
頭
に
お
い
て
詠

ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
木
船
重
昭
氏
は
、

は

に
対
す
る
返
歌
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
木
村
正
中
氏
は
、
漁
士
の
「
立
居
」
を
見

て
何
故
式
部
が
「
都
恋
し
」
く
思
っ
た
か
は
、

番
歌
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ん

だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
友
達
は
「
群
れ
た
る
鳥
」
か
ら
、
式
部
は



「
網
引
く
民
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
対
照
的
に
、
友
と
別
れ
、
都
を
離
れ
て
、
淋

し
い
自
分
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
つ
つ
も
、

を

の
返
歌
と

ま
で
想
定
す
る
の
は
「
い
さ
さ
か
行
き
過
ぎ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
博

氏
は
、

の
「
立
ち
居
」
と
い
う
表
現
、

の
鳥
に
託
す
る
人
恋
し
さ
の
思
い

な
ど
が
、

の
友
の
歌
に
呼
応
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

の
歌
の
「
立
ち
居
に
つ
け
て
」
が
、
修
辞
上
、

の
歌
の
「
立
ち
居
る
も

の
と
」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
立
ち
居
」「
立

ち
居
る
」
な
る
表
現
は
、
前
掲
の
例
の
他
、

友
を
な
み
川
瀬
に
の
み
ぞ
立
ち
居
け
る
百
千
鳥
と
は
た
れ
か
言
ひ
け
ん

（
和
泉
式
部
集
・
六
六
五
）

た
の
む
樹
に
雨
の
漏
り
な
ば
群
鳥
の
立
ち
居
に
つ
け
て
い
か
に
思
は
む

（
大
斎
院
前
御
集
・
三
七
三
）

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
使
用
を
も
っ
て
し
て
式
部
と
友
の
歌
の
間
に
余
り

に
強
い
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
危
険
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
友
の
歌
の

「
立
ち
居
る
」
が
、「
む
れ
た
る
鳥
」
に
つ
い
て
詠
ま
れ
て
、
和
歌
の
世
界
の
常

套
的
用
法
に
従
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
漁
民
の
労
働
に
つ
い
て
「
立
ち
居
」
と

詠
む
式
部
の
歌
の
独
自
性
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。

の
歌
の
後
に
は
「
返
し
」
と
の
み
あ
っ
て
、
現
存
す
る
諸
本
に
は
返
歌
が

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
も
と
も
と
こ
こ
に
は
式
部
の
返
歌
が
あ
っ
た
は
ず
で
、

の
友
の
歌
に
か
か
わ
る
贈
答
は
一
応
完
結
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ

も
「
都
恋
し
も
」
と
詠
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
相
手
は
既
に
都
に
は
い
な
い
で
は
な

い
か
。
友
が
「
難
波
潟
に
群
れ
て
い
る
鳥
の
よ
う
に
、
貴
女
と
一
緒
に
い
る
も

の
と
思
え
た
ら
」
と
詠
ん
で
き
た
の
に
対
し
、「
漁
民
が
立
っ
た
り
坐
っ
た
り

し
て
休
む
間
も
な
く
働
い
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
私
も
立
ち
居
に
つ
け
て
都
が

恋
し
く
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
」
で
は
、
す
れ
違
い
の
感
を
否
め
な
い
。

「
て
ま
も
な
く
」
は
、
也
足
叟
本
・
同
乙
本
・
群
書
類
従
本
な
ど
に
は
「
ひ

ま
も
な
く
」
と
あ
る
。
南
波
浩
氏
が
、「
手
間
も
な
く
」
の
用
例
が
他
に
な
く
、

「
手
間
」
が
「
作
業
す
る
た
め
の
時
間
。
労
働
の
時
間
の
意
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、「《
て
ま
も
な
く
》
は
、
手
が
作
業
し
な
い
意
に
こ
そ
な
っ
て
も
、
そ
の
逆

の
意
味
を
表
わ
そ
う
は
ず
は
な
い
」
と
の
木
船
重
昭
氏
の
見
解
に
従
っ
て
、

「
ひ
ま
も
な
く
」の
本
文
を
採
ら
れ
た
如
く
、
こ
こ
は
「
ひ
ま
も
な
く
」
と
す
る

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
手
を
休
め
る
ま
も
な
い
漁
民
の
労
働
の
よ
う
に
、
居

て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
程
、
式
部
の
胸
に
「
都
恋
し
」
の
思
い
を
募
ら
せ

た
の
は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
都
ぶ
り
の
生
活
で
あ
り
、
別
れ
て
き
た

親
し
い
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
が
、

の
歌
の
友
は
、
実
は

そ
の
中
に
は
い
な
い
。「
網
引
く
民
の
ひ
ま
も
な
く
」と
の
修
辞
法
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
親
友
へ
の
友
情
と
同
じ
く
、
否
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
式
部
の
心
を
占
め

て
い
た
の
は
、
恋
の
思
い
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

一
八



三

海
人
の
恋

の
歌
の
上
二
句
は
、「
ひ
ま
も
な
く
」
を
導
く
序
と
な
っ
て
い
る
。
同
様

の
修
辞
法
は
、

宮
材
引
く
泉
の
杣
に
立
つ
民
の
休
む
時
な
く
恋
ひ
渡
る
か
も

（
万
葉
集

巻
十
一
・
二
六
四
五
）

恋
を
の
み
飾
磨
の
市
に
立
つ
民
の
絶
え
ぬ
思
ひ
に
身
を
や
替
へ
て
ん

（
千
載
集

恋
四
・
八
五
七
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
）

に
も
見
ら
れ
て
、
い
ず
れ
も
「
民
」
の
休
む
時
な
き
労
働
や
群
集
す
る
さ
ま
が
、

下
句
の
「
休
む
時
な
く
」
や「
絶
え
ぬ
」を
導
き
、
恋
の
思
い
を
託
す
る
形
象
と

な
っ
て
い
る
。
万
葉
歌
は
、
第
四
句
を
「
や
む
時
も
な
く
」
と
し
て
『
新
勅
撰

集
』
恋
二
に
も
入
る
の
で
、
こ
う
し
た
発
想
は
、
平
安
時
代
を
通
じ
て
継
承
さ

れ
て
い
た
と
お
ぼ
し
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、「
民
」
の
休
む
時
な
き

労
働
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
式
部
の
「
都
恋
し
」
の
情
に
は
、
ひ
そ
や
か
な
恋
の

思
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
網
を
引
く
の
が
「
海

人
」
で
は
な
く
「
民
」
と
表
現
さ
れ
ね
ば
な
か
っ
た
の
は
、
和
歌
世
界
に
お
け

る
右
の
よ
う
な「
民
」の
詠
法
に
よ
っ
た
こ
と
、
疑
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
は
海

人
の
営
み
も
、「
絶
え
ざ
る
恋
」「
苦
し
い
恋
」を
託
す
形
象
と
し
て
歌
に
詠
ま

れ
る
こ
と
が
多
い
。

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

一
九

い
せ
の
海
の
海
人
の
釣
縄
う
ち
は
へ
て
苦
し
と
の
み
や
思
ひ
わ
た
ら
む

（
古
今
集

恋
一
・
五
一
〇
）

題
し
ら
ず

小
野
小
町

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば
や
離
れ
な
で
海
人
の
足
た
ゆ
く

く
る

（
同

恋
三
・
六
二
三
）

身
よ
り
余
れ
る
人
を
思
ひ
か
け
て
つ
か
は
し
け
る

紀

友
則

玉
藻
刈
る
海
人
に
は
あ
ら
ね
ど
わ
た
つ
み
の
底
ひ
も
知
ら
ず
入
る
心
か
な

返
事
も
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
又
か
さ
ね
て
つ
か
は
し
け
る

み
る
も
な
く
め
も
な
き
海
の
磯
に
出
で
て
か
へ
る
が
へ
る
も
怨
み
つ
る
か

な

（
後
撰
集

恋
四
・
七
九
八
、
七
九
九
）

こ
の
よ
う
に
海
人
が
苦
し
い
恋
の
形
象
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、「
海
松
布
」

が
「
見
る
目
」
に
、「
浦
」
が
「
う
ら
（
怨
・
恨
）」
に
掛
け
ら
れ
る
他
、
海
人

の
手
足
の
絶
え
間
な
い
動
作
が
、
恋
の
絶
え
間
な
さ
を
思
わ
せ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。『
古
今
集
』
小
野
小
町
の
「
み
る
め
な
き

」
の
歌
が
、
こ
う
し
た
海
人

の
苦
し
い
恋
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
果
た
し
た
役
割
に
は
、
測
り
し
れ
な
い
も

の
が
あ
る
。

紫
式
部
は
、
こ
こ
三
尾
が
崎
で
、
網
引
く
漁
民
た
ち
の
休
む
間
も
な
い
動
き

を
見
る
う
ち
、
自
分
の
胸
に
絶
え
ず
湧
き
上
が
っ
て
く
る
都
恋
し
の
思
い
と
、

そ
の
思
い
の
中
に
ひ
そ
む
恋
の
思
い
に
、
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
の
恋
の
相
手
と
は
、
や
は
り
、
後
に
夫
と
な
っ
た
藤
原
宣
孝
で



あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
言
え
ば
、
式
部
と
宣
孝
と
お
ぼ
し
き
男
性
の
贈
答
の
中
に

も
、
恋
の
嘆
き
を
す
る
海
人
が
立
ち
現
れ
て
来
る
。

歌
絵
に
、
海
人
の
塩
焼
く
か
た
を
か
き
て
、
樵
り
積
み
た
る
投
木

の
も
と
に
書
き
て
、
返
し
や
る

よ
も
の
海
に
塩
焼
く
海
人
の
心
か
ら
や
く
と
は
か
か
る
な
げ
き
を
や
つ

む

恋
の
嘆
き
を
訴
え
て
き
た
歌
に
対
す
る
返
歌
で
あ
ろ
う
が
、
歌
絵
の
趣
向
や
、

ゆ
と
り
の
あ
る
う
た
い
ぶ
り
か
ら
は
、
相
手
の
心
を
わ
が
も
の
と
し
た
自
信
さ

え
読
み
と
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
恋
の
「
嘆
き
」
を
塩
焼
き
の
た
め
に
樵
り

積
む
「
投
木
」
に
思
い
よ
そ
え
る
あ
た
り
、
海
人
と
苦
し
い
恋
が
分
か
ち
が
た

く
結
ば
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
手
の
こ
ん
だ
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
る
の
は
、
式
部
の
帰
京
後
の
こ
と
と
見

て
よ
い
が
、
二
人
の
交
渉
は
式
部
の
離
京
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
。

年
か
へ
り
て
、「
唐
人
見
に
行
か
む
」
と
い
ひ
た
り
け
る
人
の
、

「
春
は
解
く
る
も
の
と
い
か
で
知
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
い
ひ

た
る
に

春
な
れ
ど
白
嶺
の
み
ゆ
き
い
や
つ
も
り
解
く
べ
き
ほ
ど
の
い
つ
と
な
き

か
な近

江
の
守
の
女
懸
想
す
と
聞
く
人
の
、「
ふ
た
心
な
し
」
と
、
つ

ね
に
い
ひ
わ
た
り
け
れ
ば
、
う
る
さ
が
り
て

み
づ
う
み
に
友
よ
ぶ
千
鳥
こ
と
な
ら
ば
八
十
の
湊
に
声
絶
え
な
せ
そ

の「
年
か
へ
り
て
」と
は
、
式
部
下
向
の
長
徳
二
年
か
ら
年
が
改
ま
っ
て
の

意
で
、
前
年
か
ら
「
唐
人
見
に
行
か
む
」
と
言
っ
て
い
た
人
が
、
長
徳
三
年
に

な
っ
て
「
春
は
解
く
る
も
の
と
い
か
で
知
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
言
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。「
春
は
氷
も
解
け
る
も
の
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
男
女
の
仲
も

解
け
る
も
の
だ
と
是
非
お
知
ら
せ
し
た
い
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
相
手
は
前
々

か
ら
式
部
に
求
愛
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
式
部
の
越
前
下
向
後
の
こ
と
と
も

思
わ
れ
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
長
徳
二
年
夏
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

の
詞
書
の
「
近
江
の
守
の
女
懸
想
ず
と
聞
く
人
」
も
同
じ
男
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
男
は
近
江
守
の
娘
に
言
い
寄
っ
て
い
な
が
ら
、
式
部
に
も
「
ふ
た
心

な
し
」
と
常
に
言
い
寄
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。「
近
江
の
湖
で
友
を
呼
ぶ

千
鳥
よ
、
い
っ
そ
の
こ
と
、
あ
ち
こ
ち
の
湊
で
声
を
絶
や
さ
ず
お
か
け
な
さ
い

よ
」
と
、
相
手
を
「
千
鳥
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
季
節
を
冬
と
す

れ
ば
、
越
前
下
向
前
の
長
徳
元
年
の
冬
が
も
っ
と
も
蓋
然
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
越
前
滞
在
中
の
長
徳
二
年
冬
で
は
、
男
の
動
向
が
式
部
に
知
れ

る
可
能
性
も
低
い
で
あ
ろ
う
し
、
都
か
ら
越
前
へ
「
つ
ね
に
い
ひ
わ
た
」
る
こ

と
も
、
困
難
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
紫
式
部
の
帰
京
を
長
徳
三
年
晩
秋
・

初
冬
頃
と
考
え
れ
ば
、
長
徳
三
年
冬
の
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
帰

京
か
ら
程
な
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、「
つ
ね
に
い
ひ
わ
た
り
け
れ
ば
」
と

い
う
情
況
と
は
齟
齬
す
る
。
こ
の
贈
答
を
長
徳
四
年
冬
と
す
れ
ば
、
翌
長
保
元

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

二
〇



年
春
早
々
に
推
定
さ
れ
る
宣
孝
と
の
結
婚
に
余
り
に
も
接
近
し
す
ぎ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
南
波
浩
氏
は
、
宣
孝
が
筑
前
守
の
任
期
を
終
え
て
帰
京
し
た
長
徳
元

年
以
後
の
近
い
頃
に
「
近
江
守
」
と
よ
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
検
討
さ

れ
た
結
果
、
永
延
二
年
か
ら
長
徳
二
年
七
月
ま
で
あ
し
か
け
九
年
に
わ
た
っ
て
、

連
続
し
て
近
江
介
や
近
江
権
守
を
つ
と
め
た
平
惟
仲
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い

と
結
論
さ
れ
て
、
惟
仲
が
「
近
江
守
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
で
、
宣
孝
在
京
中
の

冬
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
長
徳
元
年
冬
以
外
に
は

考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。

の
歌
の
詠
作
時
期
を
長
徳
元
年
冬
と
す
る
と
、
長
徳
三
年
新
春
か
と
思
わ

れ
る

の
歌
か
ら
は
時
間
的
に
遡
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
あ
た
り
の
歌

の
配
列
は
、

が
親
友
と
の
別
れ
、

が
越
前
往
還
の
旅
、

が
越
前
の
雪
と
続
き
、
越
前
の
雪
を
詠
ん
だ
歌
が
「
白
嶺
の
み
ゆ
き
」
を
詠
ん

だ

へ
連
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
男
（
宣
孝
）

と
の
交
渉
〈

へ
、
さ
ら
に
は
結
婚
後
の
や
り
と
り
〈

へ
と
、

歌
群
の
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、

は
結
婚
前
の
宣
孝
と
の

交
渉
を
綴
っ
た
歌
群
の
中
に
位
置
し
な
が
ら
、
男
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
を
明

か
し
、
同
時
に
、
式
部
の
越
前
下
向
の
理
由
の
一
端
を
示
唆
す
る
働
き
を
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
式
部
は
、
一
方
で
肥
前
へ
下
っ
て
行
く
親
友

と
の
別
れ
を
惜
し
み
つ
つ
、
か
ね
て
か
ら
言
い
寄
っ
て
い
た
男
へ
の
複
雑
な
思

い
を
抱
い
て
、
越
前
へ
の
下
向
を
決
意
し
た
ら
し
い
。

の
歌
の
「
い
っ
そ
の

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

二
一

こ
と
、
あ
ち
こ
ち
の
人
に
声
を
お
か
け
に
な
っ
た
ら
」
と
い
う
台
詞
に
も
、
強

い
抗
議
や
激
し
い
怒
り
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

の
歌
の
左
注
に
「
も
と
よ
り
人

の
女
を
得
た
る
人
な
り
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
既
に
妻
も
あ
り
、
そ
の
上
他

の
女
に
も
言
い
寄
っ
て
い
る
男
と
知
り
つ
つ
、
そ
の
男
へ
の
絶
ち
が
た
い
思
い

を
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
船
上
の
人
と
な
っ
た
式
部
で
あ
っ
た
。

三
尾
が
崎
で
目
に
す
る
海
人
の
絶
え
ざ
る
動
作
は
、
海
人
の
絶
え
ざ
る
苦
し

い
恋
を
想
起
さ
せ
、
そ
れ
は
、
た
だ
ち
に
、
自
分
に
絶
え
ず
言
い
寄
っ
て
く
る

男
へ
の
想
い
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
式
部
が
「
都
恋
し
も
」
と
言
い
な
が
ら
、

「
民
」
な
る
語
を
用
い
、
そ
の
「
ひ
ま
も
な
」
き
「
立
ち
居
」
を
詠
ん
だ
の
は
、

抑
え
よ
う
と
し
て
抑
え
き
れ
な
い
男
へ
の
思
い
が
意
識
下
に
働
い
て
の
こ
と
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

四

磯
が
く
れ
の
思
い

の
歌
で
詠
ま
れ
る
「
磯
が
く
れ
」
に
鳴
く
「
た
づ
」
の
思
い
は
、
人
目
を

忍
ん
で
泣
く
式
部
の
思
い
に
通
じ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
来
、
こ
の

歌
は
、
詞
書
中
の
磯
の
浜
の
「
磯
」
を
地
名
と
み
る
か
、
普
通
名
詞
と
み
る
か
、

鶴
を
詠
ん
だ
こ
の
歌
の
季
節
を
い
ず
れ
と
み
る
か
に
よ
っ
て
、
往
路
詠
か
復
路

詠
か
に
見
解
が
分
か
れ
て
き
た
。
筆
者
は
、
前
稿
で
、
竹
内
美
千
代
氏
や
井
上

真
理
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
『
紫
式
部
集
』
の
地
名
表
現
の
特
色
か
ら
、

「
と
い
ふ
」
と
い
う
説
明
語
を
伴
わ
な
い
「
磯
の
浜
」
は
、
地
名
で
は
な
く
、



岩
石
の
多
い
浜
辺
を
指
す
普
通
名
詞
で
あ
り
、
本
来
渡
り
鳥
で
あ
る
は
ず
の
鶴

に
つ
い
て
も
、
動
物
の
生
態
に
つ
い
て
の
知
識
に
乏
し
い
当
時
、
湖
辺
に
鳴
く

鶴
な
ど
実
見
し
た
こ
と
の
な
い
貴
族
の
女
性
が
、
鸛
・
鵠
・
鷺
の
類
も
鶴
に
含

め
て
見
て
し
ま
う
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
し
て
、

の
歌
を
往
路
、
西
岸

で
の
詠
と
考
え
た
。
夏
の
鶴
は
『
万
葉
集
』
に
二
首
詠
ま
れ
る
他
、『
源
氏
物

語
』
澪
標
巻
で
は
五
月
五
日
に
、
瞿
麦
合
の
歌
で
は
撫
子
の
花
と
組
み
合
わ
せ

て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
夏
の
鶴
を
奇
異
と
感
じ
な
い
感
覚
の

あ
ら
わ
れ
と
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

井
上
真
理
子
氏
に
よ
れ
ば
、『
紫
式
部
集
』
の
詞
書
中
の
地
名
に
「
と
い

ふ
」
が
つ
く
も
の
は
九
例
あ
る
。
こ
の
う
ち

の
「
津
の
国
と
い
ふ
所
よ
り
お

こ
せ
た
り
け
る
」
と

の
「
筑
紫
に
肥
前
と
い
ふ
所
よ
り
文
お
こ
せ
た
る
を
」

は
、
い
ず
れ
も
友
が
手
紙
を
送
っ
て
き
た
場
所
を
指
し
て
い
て
、
そ
の
後
に
は

友
の
歌
が
記
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
想
定
さ
れ
る
。
残
り
七
例
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
の
場
合
も
式
部
自
身
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
歌
に
は
、

す
べ
て
詞
書
に
「
と
い
ふ
」
と
の
説
明
語
を
伴
っ
て
記
さ
れ
た
地
名
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
尾
が
崎
と
い
ふ
所
に

「
三
尾
の
海
に
」

塩
津
山
と
い
ふ
道
の

「
ゆ
き
き
に
な
ら
す
塩
津
山
」

お
い
つ
島
と
い
ふ
洲
崎
に
向
ひ
て

「
お
い
つ
島
島
守
る
神
や
」

わ
ら
は
べ
の
浦
と
い
ふ
入
海
の

「
波
も
騒
が
ぬ
わ
ら
は
べ
の
浦
」

日
野
岳
と
い
ふ
山
の
雪

「
日
野
の
杉
む
ら
埋
む
雪
」

呼
坂
と
い
ふ
な
る
所
の

「
わ
れ
越
し
わ
ぶ
る
た
に
の
呼
坂
」

「
か
ひ
沼
の
池
と
い
ふ
所
な
む
あ

「
な
ど
か
ひ
沼
の
い
け
ら
じ
と
」

る
」
と
、
人
の
あ
や
し
き
歌
語
り

「
こ
や
世
に
か
へ
る
か
ひ
沼
の
池
」

す
る
を
聞
き
て
、

も
っ
と
も
、

は
「
人
の
あ
や
し
き
歌
語
り
」
の
中
に
あ
る
例
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
場
合
除
外
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、
詞

書
中
に
「
と
い
ふ
」
を
付
し
て
登
場
さ
せ
、
式
部
が
自
身
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ

地
名
は
、
す
べ
て
越
前
か
越
前
往
還
の
旅
中
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
し
も
、
見
知
ら
ぬ
土
地
と
地
名
そ
の
も
の
に
対
す
る
式
部
の
強

い
興
味
、
さ
ら
に
は
こ
の
旅
へ
の
彼
女
の
深
い
思
い
入
れ
を
裏
書
す
る
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

の
歌
に
は
、
こ
の
よ
う
な
地
名
へ
の
強
い
興
味
は
見
ら
れ
な
い
。
言
う
ま

で
も
な
く
、

の
詞
書
に
「
磯
の
浜
に
」
と
あ
る
の
は
、
歌
詞
の
「
磯
が
く

れ
」
を
説
明
す
る
た
め
で
、
こ
の
場
合
の
「
磯
が
く
れ
」
は
、
実
際
に
鶴
が
磯

の
岩
陰
に
隠
れ
て
い
る
意
と
、
式
部
が
人
目
を
忍
ぶ
意
を
か
け
る
こ
と
、
言
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
磯
が
く
れ
」
の
用
法
は
、
こ
の
時
代

必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
磯
が
く
れ
」
は
、『
万
葉
集
』

の
時
代
は
、「
磯
が
く
り
」
と
し
て
、
実
際
に
岩
陰
に
隠
れ
た
り
、
磯
に
潜
む

意
に
用
い
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
に
入
る
と
、
専
ら
人
目
を
忍
ぶ
意
に
用
い
ら

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

二
二



れ
た
。

潮
さ
ゐ
の

波
を
恐
み

淡
路
島

磯
隠
り
居
て

い
つ
し
か
も

こ
の
夜
の
明
け
む
と

さ
も
ら
ふ
に

（
万
葉
集

巻
三
・
三
八
八
）

見
渡
せ
ば
近
き
も
の
か
ら
岩
隠
り
か
が
よ
ふ
玉
を
取
ら
ず
は
止
ま
じ

（
同

巻
六
・
九
五
一
）

も
の
か
く
と
お
も
ひ
て
、
し
つ
け
ゝ
た
る
と
歟

い
そ
か
く
れ
あ
ま
の
す
さ
ひ
に
か
き
す
つ
る
か
ゝ
る
も
く
す
を
人
か
へ
さ

な
む

（
中
務
親
王
集

伝
寂
然
筆
切
）

恨
め
し
や
沖
つ
玉
藻
を
か
づ
く
ま
で
磯
が
く
れ
け
る
海
人
の
心
よ

（
源
氏
物
語

行
幸
）

忍
伝
書
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る

藤
原
家
実

磯
が
く
れ
か
き
は
や
れ
ど
も
藻
塩
草
立
ち
く
る
波
に
あ
ら
は
れ
や
せ
ん

（
千
載
集

恋
二
・
七
四
八
）

の
詞
書
の
「
磯
の
浜
に
」
は
、
歌
詞
の
「
磯
が
く
れ
」
が
単
な
る
比
喩
で
は

な
く
、
実
景
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
た
め
に
、
是
非
と
も
必
要
な

辞
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、「
磯
」
な
る
地
の
浜
で
、
鶴
が
「
磯
が
く
れ
」
に
鳴

い
て
い
た
と
い
う
の
で
は
、
こ
と
ば
の
語
呂
合
わ
せ
ば
か
り
が
目
立
っ
て
、
実

景
と
比
喩
が
重
層
す
る
式
部
独
自
の
詠
法
が
生
か
さ
れ
な
い
。
こ
こ
の
「
磯
の

浜
」
は
ど
う
し
て
も
普
通
名
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

二
三

つ
て
清
水
好
子
氏
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
詞
書
の
「
ま
た
」
と
い
う
書
き
方
は
、

三
尾
が
崎
で
の
詠
に
引
き
つ
づ
き
、
あ
ま
り
時
を
隔
て
て
い
な
い
趣
き
を
有
し

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

は
三
尾
が
崎
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
西
岸
の
ど
こ
か
で
、

の
歌
の
心
情
を
引
き
継
い
で
詠
ま
れ
た
と
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

と

の
歌
は
、
時
間
的
に
も
心
情
的
に
も
、
き
わ
め
て
近
い
距
離
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。そ

も
そ
も
こ
の
あ
た
り
の
表
現
は
、

の
「
都
恋
し
も
」
が
「
意
識
的
に
用

い
ら
れ
た
上
代
調
で
あ
り
、
古
歌
体
表
現
」
で
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

「
三
尾
の
海
に
網
引
く
民
の
」
が
下
句
「
ひ
ま
も
な
く
」
を
導
く
序
と
し
て
、

絶
え
間
な
い
恋
の
思
い
を
託
す
る
形
象
と
な
っ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は
「
磯
が

く
れ
」
が
単
な
る
比
喩
で
は
な
く
、
実
景
を
も
詠
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
、『
万

葉
集
』
の
詠
法
と
共
通
す
る
も
の
を
多
く
蔵
し
て
い
る
。
そ
れ
は
鶴
の
鳴
き
声

に
つ
い
て
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
古
来
、
鶴
の
鳴
き
声
は
、
妻
を
呼
ぶ
も
の
、

望
郷
の
思
い
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

潮
干
れ
ば
葦
辺
に
騒
く
白
鶴
の
妻
呼
ぶ
声
は
宮
も
と
ど
ろ
に

（
万
葉
集

巻
六
・
一
〇
六
四
）

あ
さ
り
す
と
磯
に
住
む
鶴
明
け
さ
れ
ば
浜
風
寒
み
己
妻
呼
ぶ
も

（
同

巻
七
・
一
一
九
八
）

島
伝
ひ
敏
馬
の
崎
を
漕
ぎ
廻
れ
ば
大
和
恋
し
く
鶴
さ
は
に
鳴
く

（
同

巻
三
・
三
八
九
）



海
原
に
霞
た
な
び
き
鶴
が
音
の
悲
し
き
夕
は
国
辺
し
思
ほ
ゆ

（
万
葉
集

巻
二
十
・
四
三
九
九
）

の
歌
の
「
お
な
じ
心
」
と
は
、
別
れ
て
き
た
人
々
を
思
い
、
都
を
恋
し
く
思

う
心
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
望
郷
の
思
い
は
と
も
か
く
と
し
て
、

人
目
を
忍
ん
で
泣
き
つ
つ
恋
い
慕
い
、「
な
が
思
ひ
い
づ
る
人
や
た
れ
ぞ
も
」

と
鶴
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
自
ら
に
も
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、

自
身
の
気
持
を
整
理
し
き
れ
な
い
式
部
の
迷
い
や
心
の
乱
れ
が
が
あ
っ
た
。

『
万
葉
集
』
以
来
の
詠
法
の
伝
統
に
従
え
ば
、
相
手
は
や
は
り
異
性
で
あ
ろ
う
。

五

友
情
と
恋

紫
式
部
の
越
前
下
向
歌
群
は
、
直
前
に
肥
前
に
下
っ
た
親
友
と
の
別
れ
の
贈

答
歌
群
（

）
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
し
い
人
々
と
別
れ
、
遠
国
へ

下
る
悲
哀
感
や
旅
愁
を
よ
り
深
い
も
の
と
し
て
い
る
。
友
と
の
離
別
の
悲
し
み

は
、
越
前
到
着
後
の
や
り
と
り
（

・

）
を
も
一
連
の
も
の
と
し
て
、
越
前

下
向
歌
群
の
前
に
置
き
、
後
に
夫
宣
孝
の
死
を
詠
む
歌
の
前
に
友
の
死
を
詠
む

歌
を
置
く
な
ど
の
措
置
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
哀
切
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し

惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
友
と
の
別
れ
と
並
行
し
て
、
式
部
に
は
ひ
そ

か
に
想
う
男
と
の
別
れ
が
あ
っ
た
の
だ
。
既
に
妻
が
あ
り
な
が
ら
他
の
女
に
も

言
い
寄
り
、
式
部
に
も
絶
え
ず
言
い
寄
っ
て
く
る
男
、
そ
の
男
の
存
在
は
式
部

の
中
で
次
第
に
大
き
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
式
部
と
親

友
と
の
や
り
と
り
を
仔
細
に
み
る
な
ら
ば
、
相
手
の
熱
心
さ
に
く
ら
べ
て
式
部

の
方
は
少
し
冷
静
す
ぎ
る
と
い
う
感
が
な
く
も
な
い
。

姉
な
り
し
人
亡
く
な
り
、
ま
た
人
の
お
と
と
失
ひ
た
る
が
、
か
た

み
に
あ
ひ
て
、
亡
き
が
代
り
に
思
ひ
思
は
む
と
い
ひ
け
り
。
文
の

上
に
姉
君
と
書
き
、
中
の
君
と
書
き
か
よ
ひ
け
る
が
、
お
の
が
じ

し
遠
き
所
へ
行
き
別
る
る
に
、
よ
そ
な
が
ら
別
れ
惜
し
み
て

北
へ
行
く
雁
の
つ
ば
さ
に
こ
と
づ
て
よ
雲
の
う
は
が
き
か
き
た
え
ず
し

て
返
し
は
西
の
海
の
人
な
り

行
き
め
ぐ
り
た
れ
も
都
に
か
へ
る
山
い
つ
は
た
と
聞
く
ほ
ど
の
は
る
け

さ
津
の
国
と
い
ふ
所
よ
り
お
こ
せ
た
り
け
る

難
波
潟
む
れ
た
る
鳥
の
も
ろ
と
も
に
立
ち
居
る
も
の
と
思
は
ま
し
か
ば

返
し

筑
紫
に
肥
前
と
い
ふ
所
よ
り
文
お
こ
せ
た
る
を
、
い
と
遥
か
な
る

所
に
て
見
け
り
。
そ
の
返
り
事
に

あ
ひ
み
む
と
思
ふ
心
は
松
浦
な
る
鏡
の
神
や
空
に
見
る
ら
む

返
し
、
ま
た
の
年
も
て
き
た
り

行
き
め
ぐ
り
あ
ふ
を
松
浦
の
鏡
に
は
誰
を
か
け
つ
つ
祈
る
と
か
し
る

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

二
四



の
歌
で
式
部
が
「
絶
や
さ
ず
お
手
紙
く
だ
さ
い
ね
」
と
言
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
相
手
は
「
一
体
い
つ
ま
た
お
目
に
か
か
れ
る
こ
と
や
ら
」
と
再
会
を

願
い
、
肥
前
へ
の
下
向
途
中
、
わ
ざ
わ
ざ
難
波
潟
か
ら
「
難
波
潟
に
群
れ
て
い

る
鳥
の
よ
う
に
、
あ
な
た
と
一
緒
に
い
る
も
の
と
思
え
た
ら
」
と
言
い
送
っ
て

き
て
い
る
。
諸
本
こ
の
歌
に
対
す
る
返
歌
を
欠
く
が
、
次
な
る
便
り
も
肥
前
か

ら
遠
く
越
前
に
い
る
式
部
に
あ
て
た
も
の
で
あ
つ
た
。
式
部
の
返
歌
が
「
あ
な

た
に
逢
い
た
い
と
思
う
私
の
心
は
、
松
浦
の
鏡
の
神
も
御
照
覧
あ
る
こ
と
で
し

ょ
う
」
と
、
神
か
け
て
友
情
の
深
さ
を
誓
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
あ
る

い
は
相
手
の
文
に
式
部
の
冷
た
さ
を
恨
む
言
辞
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
、
友
と
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、
終
始
積
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、

相
手
側
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
動
く
ま
い
。
こ
の
間
、
式
部
の
心
を
占
め
て
い

た
の
は
、
友
へ
の
思
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
男
の
求
婚
に
ど
う
対
処
す
る
か

と
い
う
悩
み
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

長
徳
二
年
紫
式
部
は
何
歳
に
な
っ
て
い
た
の
か
。
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
出

生
説
に
従
え
ば
二
十
七
歳
、
天
延
元
年
（
九
七
三
）
出
生
説
に
従
え
ば
二
十
四

歳
、
い
ず
れ
に
し
て
も
式
部
に
も
よ
う
や
く
晩
い
春
が
め
ぐ
っ
て
こ
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
っ
た
。
遠
国
越
前
へ
の
旅
立
ち
に
あ
た
っ
て
、
彼
女
の
心
が
千
々

に
乱
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
式
部
か
ら
「
姉
君
」
と
呼
ば
れ
た
親
友
の
年
齢

は
定
か
で
は
な
い
。
式
部
の
従
姉
妹
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
友
は
、
お

そ
ら
く
は
未
婚
の
ま
ま
肥
前
で
没
し
、
二
人
の
再
会
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

二
五

か
っ
た
。
恋
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
か
、
ひ
た
す
ら
式
部
を
慕
っ
て
い
た
だ

け
に
、
そ
の
死
は
な
ん
と
も
哀
れ
で
、
式
部
の
胸
に
深
く
つ
き
さ
さ
っ
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

遠
き
所
へ
行
き
し
人
の
亡
く
な
り
に
け
る
を
、
親
は
ら
か
ら
な
ど

帰
り
来
て
、
悲
し
き
こ
と
言
ひ
た
る
に

い
づ
か
た
の
雲
路
と
聞
か
ば
尋
ね
ま
し
つ
ら
は
な
れ
た
る
雁
が
ゆ
く
へ

を

長
徳
二
年
（
九
九
六
）
の
夏
、
越
前
に
旅
立
っ
た
式
部
の
一
行
よ
り
少
し
早

く
肥
前
に
出
発
し
た
従
姉
妹
の
一
家
が
帰
京
し
た
の
は
、
長
保
三
年
（
一
〇
〇

一
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
南
波
浩
氏
は
、「
つ
ら
は
な
れ
た
る
雁
」
を

帰
雁
と
し
、
詠
作
時
期
を
晩
春
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
長
保
三
年
四
月
二
十
五

日
の
藤
原
宣
孝
の
死
に
先
立
つ
こ
と
約
一
ヵ
月
、
式
部
は
奇
し
く
も
長
徳
二
年

に
あ
い
つ
い
で
別
れ
た
二
人
の
訃
報
を
、
こ
の
た
び
も
続
け
て
受
け
た
こ
と
に

な
る
。
幼
く
よ
り
親
し
い
人
々
と
の
別
れ
を
何
度
も
体
験
し
た
式
部
に
と
っ
て

も
、
こ
の
二
人
の
死
は
、
特
別
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
人

と
の
交
渉
の
成
行
き
や
別
れ
を
同
時
並
行
的
に
記
す
こ
と
は
、
印
象
散
漫
の
謗

り
を
免
れ
な
い
。
そ
こ
で
と
ら
れ
た
方
法
が
、
越
前
下
向
前
に
友
と
の
贈
答
歌

群
を
ま
と
め
、
宣
孝
と
の
交
渉
歌
群
は
越
前
下
向
後
に
ま
と
め
る
と
い
う
構
成

法
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
越
前
下
向
歌
群
の
旅
愁
や
望
郷
の
思
い
は
、
と
か

く
友
と
の
別
れ
に
関
係
づ
け
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

・



の
歌
の
表
現
に
即
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
式
部
の
心
を
乱
し
て
い
た

の
は
、
友
と
の
別
れ
の
悲
し
み
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
で
も
ど
う
整
理
し
よ
う

も
な
い
、
秘
め
ら
れ
た
男
へ
の
思
慕
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。再

び
、「
立
ち
居
る
も
の
と
」
と
「
立
ち
居
に
つ
け
て
」
に
言
及
す
る
な
ら

ば
、
友
は
式
部
と
「
も
ろ
と
も
に
」「
立
ち
居
る
」
こ
と
を
願
っ
て
き
た
の
に

対
し
、
式
部
の
「
立
ち
居
に
つ
け
て
」
は
、「
立
っ
た
り
坐
っ
た
り
す
る
に
つ

け
て
」
と
落
ち
着
き
が
な
い
精
神
状
態
を
あ
ら
わ
す
。
友
の
心
は
一
途
に
式
部

に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
も
し
こ
の
友
を
思
う
の
な
ら
ば
、
式
部
の
心
も
ま
っ
す

ぐ
友
の
い
る
「
西
の
海
」
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
、「
立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋

し
も
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
心
が
つ
か
め
な
い
相
手
だ
か
ら
こ
そ
、

女
心
は
し
き
り
に
波
立
ち
、
男
の
い
る
都
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
式
部
の

琵
琶
湖
旅
詠
を
、
肥
前
に
下
っ
た
友
と
の
友
情
に
力
点
を
置
い
て
み
る
と
き
、

当
時
と
し
て
は
結
婚
適
齢
期
を
は
る
か
に
越
え
た
紫
式
部
の
女
心
と
、
彼
女
の

旅
路
の
一
面
が
、
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

引
用
と
歌
番
号
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
る
。

拙
稿
「
紫
式
部
集
の
配
列
｜
｜
越
前
往
還
の
旅
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」『
大
阪
成
蹊

女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
八
号
、
平
成
三
年
三
月
。

拙
稿
「
浮
き
た
る
舟
と
近
江
｜
｜
紫
式
部
の
存
在
の
原
感
覚
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」

『
大
阪
成
蹊
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
七
号
、
平
成
一
二
年
三
月
。

吉
田
東
伍
『
増
補
大
日
本
地
名
辞
書
』
第
二
巻
、
七
五
五
頁
。
西
井
芳
子
「
三
尾

埼
に
つ
い
て
」『
古
代
文
化
』
第
六
巻
第
六
号
、
昭
和
三
六
年
六
月
。
日
本
歴
史
地

名
大
系

『
滋
賀
県
の
地
名
』
一
一
〇
六
頁
。

注

西
井
論
文
。

引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

『
神
々
の
風
景
｜
｜
信
仰
環
境
論
の
試
み
』（
平
成
二
年
、
白
水
社
）
四
六
頁
。

拙
稿
「
水
辺
の
鎮
魂
｜
｜
蜻
蛉
日
記
の
唐
崎
祓
｜
｜
」『
国
文
学
攷
』
第
一
四
五

号
、
平
成
七
年
三
月
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
九
月
十
八
日
条
。

角
田
文
衛
「
恵
美
押
勝
の
乱
」『
古
代
文
化
』
第
六
巻
第
六
号
、
昭
和
三
六
年
六

月
。『
角
田
文
衛
著
作
集
』
第
三
巻
所
収
。
岸
俊
男

人
物
叢
書
『
藤
原
仲
麻
呂
』

（
昭
和
四
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）
四
〇
六

四
〇
七
頁
。

寺
川

知
夫
「
御
衣
木
の
祟
｜
｜
長
谷
寺
縁
起
｜
｜
」
石
橋
義
秀
ほ
か
編
『
仏
教

文
学
と
そ
の
周
辺
』（
平
成
一
○
年
、
和
泉
書
院
）
所
収
。

『
海
辺
の
聖
地
｜
｜
日
本
人
と
信
仰
空
間
｜
｜
』（
平
成
五
年
、
新
潮
社
）
五
六

五
九
頁
。

注

西
井
論
文
。

天
武
紀
元
年
七
月
二
十
二
日
条
。

日
本
歴
史
地
名
大
系

『
滋
賀
県
の
地
名
』
一
一
一
八
頁
。

『
源
氏
物
語
の
人
こ
と
ば
文
化
』（
平
成
一
一
年
、
新
典
社
）
四
一
六

四
一
七

頁
。『

湖
南
の
漁
撈
活
動
』（
昭
和
五
八
年
、
滋
賀
県
教
育
委
員
会
）
三
四
五
頁
（
東
条

寛
氏
執
筆
）。

以
下
、
歌
の
引
用
お
よ
び
歌
番
号
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
新
編
国
歌
大
観

に
よ
る
。
た
だ
し
、
私
に
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

二
六



『
紫
式
部
集
評
釈
』（
昭
和
四
四
年
、
桜
楓
社
）
六
七

六
八
頁
。

『
紫
式
部
集
の
解
釈
と
論
考
』（
昭
和
五
六
年
、
笠
間
書
院
）
一
八
八
頁
。

「
紫
式
部
集
全
歌
評
釈
」『
国
文
学
』
第
二
七
巻
第
一
四
号
、
昭
和
五
七
年
一
〇
月
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
佐
日
記

蜻
蛉
日
記

紫
式
部
日
記

更
級
日
記
』

三
三
一
頁
脚
注
。

注

の
書
、
四
三
頁
。

『
紫
式
部
集
全
評
釈
』（
昭
和
五
八
年
、
笠
間
書
院
）
一
一
八
頁
。

注

の
書
、
一
七
一

一
七
二
頁
。

「
紫
式
部
集
補
註
｜
｜
い
そ
の
は
ま
・
た
づ
考
｜
｜
」『
神
戸
女
子
大
学
紀
要
』
第

二
号
、
昭
和
四
六
年
一
二
月
。

「『
紫
式
部
集
』
の
地
名
｜
｜
磯
の
浜
を
め
ぐ
る
詞
書
の
文
章
｜
｜
」『
愛
文
』
第

一
六
号
、
昭
和
五
五
年
七
月
。

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
岩
隠
り
」
と
す
る
が
、
原
文
に
は
「
石
隠
加
我
欲

布
珠
乎
」
と
あ
る
。
澤
瀉
久
孝
氏
は
、
こ
こ
の
珠
は
真
珠
即
ち
鰒
珠
と
思
わ
れ
、
三

八
八
の
「
礒
隠
居
而
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
イ
ソ
ガ
ク
リ
と
読
み
、
岩
礁

に
か
く
れ
て
の
意
と
し
て
お
ら
れ
る
。（『
萬
葉
集
注
釋
』
巻
第
六
・
九
七
頁
）

引
用
は
私
家
集
大
成
に
よ
る
。

岩
波
新
書
『
紫
式
部
』（
昭
和
四
八
年
）
四
五
頁
。

注

の
書
、
一
一
八
頁
。

『
紫
式
部
集
全
評
釈
』・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
従
い
、「
な
に
」
を
改
訂
す

る
。今

井
源
衛

人
物
叢
書
『
紫
式
部
』（
昭
和
六
〇
年
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
）
四

三

四
五
頁
。

岡
一
男
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』（
昭
和
二
九
年
、
東
京
堂
）
一
六
九
頁
。

立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し
も

二
七

注

の
書
、
六
九
頁
。

注

の
書
、
二
三
六
頁
。
た
だ
し
、
氏
は
「
つ
ら
は
な
れ
け
む
雁
」
の
本
文
を
採

っ
て
お
ら
れ
る
。


