
額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈

一

天
皇
詔
二
内
大
臣
藤
原
朝
臣
い
競
二
憐
春
山
万
花
之
艶
秋
山
千
葉
之

彩
一
時
、
額
田
王
以
し
畝
判
之
歌

冬
ご
も
り
　
春
さ
り
来
れ
ば
　
鴫
か
ざ
り
し
　
鳥
も
来
鳴
き
ぬ

り
し
　
花
も
咲
け
れ
ど
　
山
を
し
み

咲
か
ぎ

入
り
て
も
取
ら
ず
　
草
深
み
　
取

り
て
も
見
ず
　
秋
山
の
　
木
の
葉
を
見
て
は
　
黄
葉
を
ば
　
取
り
て
そ
し

の
ふ
　
青
き
を
ば
　
置
き
て
そ
嘆
く
　
そ
こ
し
恨
め
し
　
秋
山
そ
我
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
　
∴
六
）

万
葉
集
巻
第
一
の
一
六
番
歌
、
額
田
王
の
い
わ
ゆ
る
「
春
秋
競
憐
歌
」
は
、

「
春
（
山
）
」
と
「
秋
（
山
）
」
の
優
劣
を
断
ず
る
と
い
う
、
上
代
で
は
他
に
例

を
み
な
い
主
題
を
有
す
る
一
首
で
あ
る
。
題
詞
に
よ
れ
ば
、
天
智
天
皇
が
藤
原

鎌
足
に
詔
を
下
し
て
「
春
山
万
花
之
艶
」
と
「
秋
山
千
葉
之
彩
」
を
「
競
憐
」

　
　
　
　
　
額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈

山
　
　
本
　
　
直
　
　
子

さ
せ
た
際
に
、
額
田
王
が
「
歌
」
に
よ
っ
て
判
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
作
歌
の
場
が
天
皇
を
中
心
と
し
た
公
的
な
宴
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
こ
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
全
註
釈
』
が
「
文
雅
の
遊
び
と
し
て
、

多
分
漢
詩
な
ど
を
作
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
ま
た
谷
馨
氏
が
「
こ

の
雅
宴
に
提
出
せ
ら
れ
た
競
憐
の
題
が
、
文
字
通
り
『
春
山
万
花
之
艶
』
と

『
秋
山
千
葉
之
彩
』
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
、
誤
り
は
あ
る
ま
い
」
と
さ
れ
軸

よ
う
に
、
漢
詩
の
宴
の
中
で
の
作
歌
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
、
現
在
で
は
ほ
ぽ

通
説
に
な
っ
て
い
る
。

　
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
歌
は
春
の
長
所
・
短
所
、
秋
の
長
所
・
短
所

と
を
順
に
述
べ
る
「
順
次
速
度
を
増
し
つ
つ
主
張
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す

紐
」
展
開
を
見
せ
る
。
そ
し
て
秋
の
短
所
を
述
べ
た
そ
の
直
後
で
、
突
然
に

「
秋
山
そ
」
と
の
判
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
犬
養
孝
氏
は
、
こ
の
中
に
、
女
性
ら
し
い
「
心
情
の
揺
ら
ぎ
・
迷
ひ
」
を
見



　
　
　
　
　
額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
Ｉ
解
釈

い
だ
さ
れ
、
額
田
王
の
春
と
秋
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
思
い
入
れ
は
、
実
際
に
は

「
等
価
値
・
等
量
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
状
態
で
秋
と
判
定
し

た
の
は
無
意
識
的
な
選
択
で
あ
っ
て
、
「
迷
ひ
の
絶
頂
、
殆
ん
ど
判
断
中
止
の

や
む
な
き
に
至
る
ほ
ど
の
心
情
表
出
」
の
結
果
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
、
従
来
の

論
理
的
な
解
釈
を
否
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
場
の
問
題
に
・
も
言
及
さ
れ
、
こ
れ

は
春
側
と
秋
側
に
わ
か
れ
て
聴
い
て
い
る
観
衆
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
喜
一
憂
さ
せ

る
効
果
を
意
図
し
た
構
成
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
旭
。

　
こ
れ
以
降
、
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
の
紆
余
曲
折
す
る
展
開
を
ど
の
よ
う

に
理
解
す
べ
き
か
、
特
に
、
秋
の
短
所
の
直
後
に
秋
の
支
持
が
表
明
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
選
択
の
論
拠
が
主
要
な
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
土
橋
寛
氏
は
、

秋
の
判
定
に
関
わ
っ
て
は
「
論
理
の
飛
躍
で
は
な
く
矛
盾
」
が
あ
る
と
指
摘
さ

れ
つ
つ
、
実
際
に
秋
が
選
ば
れ
た
理
由
は
「
雅
会
の
開
か
れ
た
当
座
の
季
節
が

秋
で
あ
」
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
、
判
断
の
基
準
を
場
の
即
境
性
に
求
め
ら
れ
旭
。

ま
た
近
年
で
は
、
上
原
優
子
心
、
毛
利
正
守
心
を
け
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

単
に
長
所
・
短
所
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
春
秋
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述
を
再
検
討
す

る
こ
と
で
、
当
該
歌
の
展
開
の
根
底
に
あ
る
の
は
迷
い
で
は
な
く
一
貫
し
た
論

理
で
あ
っ
て
、
額
田
王
は
最
初
か
ら
秋
山
を
支
持
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
と

論
ず
る
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
娠
。

　
こ
の
よ
う
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
歌
に
お
け
る
表
現
の
展

開
そ
の
も
の
を
追
っ
て
み
た
と
き
、
当
該
歌
は
、
そ
の
解
釈
に
今
な
お
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を

踏
ま
え
つ
つ
、
歌
の
表
現
に
即
し
た
解
釈
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
二

　
一
首
は
「
冬
ご
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
」
と
、
春
の
到
来
か
ら
歌
い
出
さ
れ
る
。

さ
ら
に
生
命
力
に
溢
れ
る
春
の
喜
び
が
う
た
わ
れ
る
が
、
続
く
「
山
を
し
み
入

り
て
も
取
ら
ず
」
「
草
深
み
取
り
て
も
見
ず
」
に
お
い
て
、
山
の
植
物
が
茂
る

の
を
理
由
に
、
春
の
花
は
「
取
る
」
こ
と
も
「
見
る
」
こ
と
も
し
な
い
と
否
定

的
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
歌
の
中
で
、
春
の
景
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
「
花
」

と
「
鳥
」
で
あ
る
。
花
と
鳥
を
一
首
に
詠
み
込
ん
だ
「
花
鳥
歌
」
の
発
生
と
展

開
に
つ
い
て
は
、
井
手
至
氏
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
紐
。
氏
は
、
こ
の
歌
の

「
花
鳥
」
は
「
春
の
豊
か
な
生
命
力
を
示
す
祥
兆
と
し
て
の
性
格
」
、
つ
ま
り
記

紀
歌
謡
に
も
見
ら
れ
る
「
呪
物
と
し
て
の
性
格
を
残
す
も
の
」
で
あ
っ
た
と
し

な
が
ら
も
、
「
花
」
と
「
鳥
」
を
対
偶
的
に
扱
っ
て
い
る
点
に
新
し
さ
を
見
出

さ
れ
、
「
漢
詩
の
世
界
に
お
い
て
は
、
六
朝
か
ら
初
唐
に
か
け
て
、
『
花
』
と

『
鳥
』
と
が
一
対
の
も
の
と
し
て
詩
の
中
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、

額
田
王
は
い
ち
早
く
そ
の
手
法
を
和
歌
の
中
に
取
り
入
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
娠
。

　
井
手
氏
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
「
花
」
と
「
鳥
」

が
対
句
に
お
け
る
対
偶
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
万
葉
集
中
、
一
首
の
中



に
「
花
鳥
」
が
登
場
す
る
も
の
は
多
数
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
一
組
の
対

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
歌
の
他
に
は
、

　
　
咲
く
花
の
　
色
め
づ
ら
し
く
　
百
鳥
の
　
声
な
つ
か
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
・
一
〇
五
九
、
福
麻
呂
）

な
ぎ
さ

渚

に
は
　
あ
ぢ
群
騒
き

し
ま
み

島
廻

に

は

木
末
花
咲
き

　
（
巻
十
七
・
三
九
九
一
、
家
持
）

な
ど
、
後
期
万
葉
に
数
例
を
見
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
「
花
」
が
対
偶

的
に
用
い
ら
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
が
多
く
用
い
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。

最
も
多
い
の
が
「
黄
葉
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
仙
。
次
に
い
く
つ
か
例
を

挙
げ
る
。

　
　
春
へ
に
は
　
花
か
ざ
し
持
ち
　
秋
立
て
ば
　
黄
葉
か
ざ
せ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
・
三
八
、
人
麻
呂
）

春
さ
れ
ば
　
花
咲
き
を
を
り
　
秋
付
け
ば

は
る
は
な

春
花
の

に
ほ
え
栄
え
て
　
秋
の
葉
の

　
丹
の
ほ
に
も
み
つ

　
　
　
（
巻
十
三
・
三
ニ
エ

に
ほ
ひ
に
照
れ
る

ノ｀ゝ

＿ｔ．

ノペ

心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
九
・
四
二
Ｉ
Ｉ
、
家
持
）

こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
例
外
な
く
「
春
」
「
秋
」
と
い
う
語
を
含
ん

で
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
春
の
花
」
と
い
え
ば
「
秋
の
黄
葉
」

（
逆
も
然
り
で
あ
る
）
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈

桜
井
満
氏
は
、
万
葉
集
の
秋
雑
歌
中
に
は
、
「
詠
花
」
よ
り
も
「
詠
黄
葉
」
が

多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
「
春
の
花
に
対
し
て
秋
の
黄
葉
と
い

う
自
然
観
が
形
成
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
他
。
万
葉
集
の
「
花
－
黄
葉
」

は
春
秋
の
景
物
と
し
て
代
表
的
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　
そ
し
て
、
「
花
－
黄
葉
」
の
次
に
多
く
見
ら
れ
た
の
が
、

丹
つ
つ
じ
の
　
に
ほ
は
む
時
の
　
桜
花
　
咲
き
な
む
時
に

本ｶ

辺
に
は
　
あ
し
び
花
咲
き
　
末
辺
に
は

（
巻
六
・
九
七
一
、
虫
麻
呂
）

椿
花
咲
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
三
・
三
二
二
二
）

の
よ
う
な
、
異
な
る
種
類
の
花
同
士
を
対
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
歌
に
関

し
て
は
、
題
詞
に
「
春
山
万
花
之
艶
」
と
あ
り
・
、
「
花
」
こ
そ
が
春
の
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
「
花
－
花
」
と
し
て
詠

む
方
が
適
当
で
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
額
田
王
は
主
題
と
直
接
に

は
関
係
の
な
い
「
鳥
」
を
詠
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
選
択
の
背
後
に
は
、
や
は
り
、
漢
詩
文
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

特
に
、
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
場
で
は
一
方
で
は
漢
詩
が
作
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
『
懐
風
藻
』
に
。

　
　
求
し
友
鶯
圧
言
樹
　
含
し
香
花
笑
い
叢
（
釈
智
蔵
「
翫
花
鶯
ヒ

素
梅
開
二
素
暫
」

嬌
鶯
弄
二
嬌
声
・
（
葛
野
王
「
春
日
翫
鶯
梅
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈

と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
考
慮
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
思
う
。
こ

れ
ら
の
漢
詩
が
「
花
」
と
「
鳥
」
に
よ
っ
て
春
の
理
想
的
な
情
景
を
描
い
た
よ

う
に
、
額
田
王
も
ま
た
、
「
花
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
春
と
い
う
季
節
そ
の
も

の
が
持
つ
理
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
演
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
好
意
的
に
提
示
さ
れ
た
「
春
の
花
」
は
、
結
局
「
入
り
て
も
取
ら
ず
」

「
取
り
て
も
見
ず
」
と
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
「
山
を
し
み
」

「
草
深
み
」
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
春
の
「
短
所
」
と
説
明
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
表
現
だ
け
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
一
概
に
そ
う
は
言
え
な

い
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
万
葉
集
に
お
い
て
、
繁
茂
す
る
植
物
が
う
た
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
充
実
し

た
生
命
力
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
多
く
、
讃
歌
の
中
で
褒
め
言

葉
と
し
て
、
ま
た
挽
歌
に
お
い
て
死
者
の
生
前
の
（
生
命
力
を
有
し
か
）
姿
に

対
す
る
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、

四

い
て
、
人
跡
が
途
絶
え
た
結
果
と
し
て
、
繁
栄
す
る
植
物
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が

あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
に
理
解
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
く
人
麻

呂
「
近
江
荒
都
歌
」
で
は
、

　
　
す
め
ろ
き

・
：
天
皇
の

神
の
尊
の
　
大
宮
は

こ
こ
と
聞
け
ど
も
　
大
殿
は
　
こ

こ
と
言
へ
ど
も
　
春
草
の
　
繁
く
生
ひ
だ
る

霞
立
ち
　
春
日
の
霧
れ

　
　
る
　
も
も
し
き
の
　
大
宮
所
　
見
れ
ば
悲
し
も
　
　
　
（
巻
一
・
二
九
）

の
よ
う
に
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
人
事
に
対
し
て
、
変
わ
ら
な
い
、
も
し
く
は

い
っ
そ
う
繁
栄
し
た
自
然
の
姿
を
う
た
う
の
で
あ
る
。
生
命
力
に
溢
れ
、
繁
栄

し
続
け
る
植
物
を
肯
定
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
と
人
間
存
在
と
を
対
比
・
対
照
す

る
と
こ
ろ
に
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
例
か
ら
、
春
の
草
や
植
物
が
茂
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で

好
ま
し
い
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
該
歌
に
つ
い
て
も
、
「
山
を
し
み
」
「
草
深
み
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
直
前

…
大
和
の
　
青
香
具
山
は
　
日
の
経
の
　
大
き
御
門
に
　
春
山
と
　
し
み
　
　
に
述
べ
ら
れ
た
「
鳥
」
と
「
花
」
と
同
様
に
、
「
春
の
豊
か
な
生
命
力
を
示
す
」

　
　
さ
び
立
て
り
・
：

や
、
柿
本
人
麻
呂
の
「
泣
血
哀
慟
歌
」
の

（
巻
一
　
・
五
二
）

う
っ
せ
み
と

思
ひ
し
時
に
　
取
り
持
ち
て
　
我
が
二
人
見
し
　
走
り
・

の
　
堤
に
立
て
る
　
槻
の
木
の

こ
ち
ご
ち
の
枝
の
　
春
の
葉
の

　
で

出し
ず

　
Ｉ
Ｖ

繁

　
　
き
が
ご
と
く
　
思
へ
り
し
　
妹
に
は
あ
れ
ど
・
：
　
　
　
（
巻
二
・
一
二
〇
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
旧
都
を
詠
ん
だ
歌
や
伝
説
歌
な
ど
に
お

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ふ
。
そ
し
て
こ
の
春
の
豊
か
さ
が
、
冒
頭
の
「
冬

ご
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
」
か
ら
「
鴫
か
ざ
り
し
」
「
咲
か
ざ
り
し
」
と
、
冬
と

の
対
比
を
と
る
こ
と
で
、
一
層
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　
し
か
し
額
田
王
は
、
こ
の
春
の
好
ま
し
い
現
象
を
逆
手
に
取
る
か
た
ち
で
、

「
入
り
て
も
見
ず
」
「
取
り
て
も
見
ず
」
と
春
の
否
定
へ
と
転
換
さ
せ
る
。
こ
の



「
取
る
」
こ
と
が
春
秋
の
優
劣
を
判
断
す
る
上
で
重
要
な
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
、

伊
藤
博
氏
『
全
注
』
（
巻
第
二
が
「
こ
の
歌
に
は
『
取
る
』
が
三
回
も
現
わ

れ
、
そ
の
逆
の
『
置
く
』
も
見
ら
れ
、
折
り
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
関

心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の

否
定
の
方
法
は
い
さ
さ
か
強
引
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
春
の
山
で
花
を
取
る
と

い
う
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
呪
的
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
、
既
に
先
学
が
解
く
と
お
り
で
あ
仙
し

春
山
の
　
咲
き
の
を
を
り
に
　
春
菜
摘
む
　
妹
が
白
紐
　
見
ら
く
し
良
し

も
冬

｀ 〃 ・ ｀

サ
も
り
　
春
咲
く
花
を
　
手
折
り
持
ち

な
ど
、
万
葉
集
に
も
う
た
わ
れ
て

に
も
見
ら
れ
る
。

（
巻
八
・
一
四
二
口

千
度
の
限
り
　
恋
ひ
渡
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
・
一
八
九
口

い
る
。
一
方
、
こ
れ
と
同
様
の
表
現
は
黄
葉

定
の
論
理
は
現
実
的
な
説
得
力
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
。
生
い
茂
る
植
物
に
よ
っ
て
人
事
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
う
た
う
歌
の
中
に
、

　
　
秋
山
の
　
黄
葉
を
繁
み
　
惑
ひ
ぬ
る
　
妹
を
求
め
む
　
山
道
知
ら
ず
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
・
二
〇
八
、
人
麻
呂
）

の
よ
う
な
、
秋
の
山
の
黄
葉
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
春
の
否
定

の
根
拠
は
、
実
際
に
は
秋
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
、
額
田
王
の
春
・

秋
の
優
劣
の
判
断
基
準
は
、
結
局
は
「
取
る
」
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う

一
点
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
表
現
の
上
か
ら
は
そ
う
と
し

か
読
め
な
い
の
だ
が
、
た
だ
、
現
実
的
に
「
山
や
草
が
茂
っ
て
い
て
手
に
取
れ

な
い
か
ら
」
春
の
花
は
良
く
な
い
と
い
う
論
理
が
、
説
得
力
を
持
ち
得
た
か
と

い
う
と
、
決
し
て
は
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
さ
に
「
強
弁
的
表
現
」
で
あ

り
「
言
い
が
か
り
隔
」
な
理
屈
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
奈
良
山
の
　
峰
の
も
み
ち
葉
　
れ
れ
ば
散
る
　
し
ぐ
れ
の
雨
し
　
間
な
く
　
　
　
春
の
花
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
明
確
に
、
誰
も
が
納
得
す
る
よ

　
　
降
る
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
・
一
五
八
五
）
　
　
う
な
欠
点
（
あ
る
い
は
秋
の
黄
葉
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
部
分
）
を
述
べ
れ
ば

　
　
ひ
と
り
・
の
み
　
見
れ
ば
恋
し
み
　
神
奈
備
の
　
や
ま
の
も
み
ち
葉
　
手
折
　
　
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
額
田
王
は
そ
う
い
っ
た
方
法
は
取
っ
て
い
な
い
。
春
そ

　
　
り
来
り
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
三
・
三
二
二
四
）
　
　
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
鳥
、
花
、
山
の
植
物
の
繁
栄
と
い
っ
た
、
生
命
力
に
満

こ
の
よ
う
に
、
花
と
黄
葉
は
と
も
に
人
々
に
折
り
取
ら
れ
、
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
　
　
ち
た
理
想
的
な
景
色
や
現
象
を
描
き
な
が
ら
、
「
取
ら
ず
」
「
見
ず
」
と
い
う
他

で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
歌
で
は
、
花
は
「
手
に
取
れ
な
い
」
と
　
　
で
も
な
い
額
田
王
自
身
の
行
動
を
も
っ
て
春
山
の
花
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ

否
定
し
な
が
ら
、
黄
葉
は
「
取
る
」
と
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
否
　
　
る
。
つ
ま
り
、
「
私
は
取
ら
な
い
し
見
な
い
」
か
ら
春
の
花
は
劣
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈

と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
選
択
が
一
般
的
・
客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
極

め
て
額
田
王
の
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
額
田
王
は
最
初
か
ら
、
春
を
否
定
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
と

思
う
。
た
だ
し
、
春
と
い
う
季
節
や
春
の
花
そ
の
も
の
の
欠
点
を
あ
げ
っ
ら
う

な
ど
、
万
人
に
了
解
さ
れ
る
論
理
を
取
ら
ず
に
、
個
人
の
判
断
に
よ
り
引
き
寄

せ
た
か
た
ち
で
否
定
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
句
の
「
秋
山
そ
我

は
」
の
「
我
は
」
と
い
う
語
に
も
、
額
田
王
の
こ
う
い
っ
た
意
識
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一

一

＿ 　 －

　
秋
の
描
写
は
、
秋
山
に
入
っ
て
実
際
に
木
の
葉
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。
こ
の
時
点
で
既
に
「
見
ず
」
と
う
た
わ
れ
た
春
と
は
異
な
る
段
階
に

あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
木
の
葉
を
「
黄
葉
」
と
「
青
き
」
と
に
わ
け
て
表
現

す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
「
青
き
」
と
形
容
さ
れ
る
景
物
で
あ
る
。

　
万
葉
集
中
、
「
青
」
と
い
う
語
は
、
枕
詞
を
の
ぞ
く
と
約
五
十
例
用
い
ら
れ

て
い
る
。
「
青
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
対
象
と
し
て
、
最
も
多
い
も
の
が
「
青

山
（
青
垣
山
）
」
、
次
が
「
青
柳
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
山
と
植
物
に
関
連
す
る
用

例
だ
け
で
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
る
。
こ
の
、
山
と
植
物
に
関
す
る
も
の
の

中
か
ら
季
節
が
特
定
で
き
る
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。

…
青
山
を
　
振
り
放
け
見
れ
ば
　
つ
つ
じ
花
　
に
ほ
え
娘
子
　
桜
花

栄
え
娘
子
…

　
　
　
　
　
　
六

（
巻
十
三
∴
二
三
〇
九
、
人
麻
呂
歌
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
　
　
　
　
あ
を
や
ぎ

梅
の
花
　
咲
き
た
る
園
の
　
青
柳
は

や春
霞
　
流
る
る
な
へ
に
　
青
柳
の

秋
の
露
は

ば

　
鰻
に
す
べ
く
　
な
り
に
け
ら
ず

　
　
　
　
　
　
（
巻
五
・
八
一
七
）

枝
く
ひ
持
ち
て
　
う
ぐ
ひ
す
鳴
く

　
　
　
　
　
（
巻
十
・
一
八
二
口

移
し
に
あ
り
け
り
　
水
鳥
の
　
青
葉
の
山
の
　
色
付
く
見
れ

（
巻
八
・
一
五
四
三
）

一
見
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
春
の
景
物
と
し
て
「
青
」
を
う
た

っ
て
い
る
。
全
体
の
中
で
唯
一
秋
に
関
連
す
る
の
が
、
最
後
に
挙
げ
た
一
五
四

三
番
歌
で
、
こ
れ
は
当
該
歌
と
同
じ
「
青
葉
」
の
用
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
注

目
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
青
葉
」
は
秋
に
な
っ
て
山
が
紅
葉
す
る
前

の
、
つ
ま
り
夏
以
前
の
樹
木
の
さ
ま
を
指
し
て
お
り
、
秋
の
景
物
と
し
て
の

「
青
葉
」
を
う
た
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
づ
。
ま
た
、
「
青
」
は
漢
詩
文
に
お
い

て
も
、

　
　
青
青
園
中
葵
　
朝
露
待
し
日
啼
　
陽
春
布
二
徳
洋
一
　
万
物
生
二
光
暉
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
長
歌
行
」
、
『
文
選
』
巻
二
十
七
「
楽
府
三
首
ビ

　
　
春
草
曇
青
青
　
桑
柘
何
突
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晋
瀋
岳
「
静
居
懐
所
歓
」
、
『
玉
台
新
詠
』
巻
二
）

　
　
聊
車
休
長
景
・
　
入
し
苑
望
二
青
陽
・
　
素
梅
開
二
素
警
」
嬌
鶯
弄
二
嬌
声
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
出
、
葛
野
王
「
春
日
翫
鶯
梅
」
、
『
懐
風
藻
』
）



な
ど
、
春
と
関
連
す
る
色
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
「
青
」
は
基
本
的
に
春
の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
色
で

あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
青
き
」
と
い
う
の
は
秋
ら
し
か
ら
ぬ
景
物
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
青
き
」
は
秋
の
景
物
と
し
て
賞
美
・
言
及

さ
れ
る
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
当
該
歌
に
お
い
て
、
な
ぜ
額
田
王
は
秋
の
景
物
と

し
て
「
青
き
」
を
詠
み
込
ん
だ
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
歌
の

中
で
、
秋
の
「
青
き
」
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
額
田
王
は
、
「
黄
葉
」
を
「
取
り
て
そ
し
の
ぶ
」
と
う
た
う
一
方
で
、
「
青

き
」
は
「
置
き
て
そ
嘆
く
」
、
さ
ら
に
「
そ
こ
し
恨
め
し
」
と
う
た
兄
。
こ
の

「
青
き
」
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
心
情
表
現
、
「
嘆
く
」
と
「
恨
め
し
」

に
注
目
し
た
い
。

　
ま
ず
、
「
嘆
く
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
は
集
中
に
百
首
あ
ま
り

あ
る
が
、
「
嘆
き
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
わ
け

ら
れ
る
と
思
う
。
恋
人
や
友
人
、
家
族
と
の
別
れ
や
不
在
、
ま
た
は
片
恋
や
会

之
な
い
状
態
に
対
す
る
「
嘆
き
」
を
表
す
も
の
と
、
人
の
死
に
関
わ
っ
て
の

「
嘆
き
」
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
た
と
え
ば
柿
本
人
麻
呂
「
石
見
相

聞
歌
」
の
、

…
い
や
遠
に
　
里
離
り
来
ぬ
　
い
や
高
に
　
山
も
越
え
来
ぬ
　
は
し
き
や

額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈

し
　
我
が
妻
の
児
が
　
夏
草
の
　
思
ひ
し
な
え
て
　
嘆
く
ら
む
　
角
の
里

　
　
見
む
　
な
び
け
こ
の
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
二
三
八
）

な
ど
の
よ
う
に
、
恋
愛
に
関
わ
る
歌
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
雑
歌
や
鴇
旅
歌
、

防
人
歌
な
ど
に
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
も
同
様
に
人
麻
呂

の
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　
・
：
我
妹
子
と
　
二
人
我
が
寝
し
　
枕
づ
く
　
つ
ま
屋
の
内
に
　
昼
は
も

　
　
う
ら
さ
び
暮
ら
し
　
夜
は
も
　
息
づ
き
明
か
し
　
嘆
け
ど
も
　
せ
む
す
べ

　
　
知
ら
に
　
恋
ふ
れ
ど
も
　
逢
ふ
よ
し
を
な
み
・
：
　
　
　
（
巻
二
・
一
二
〇
）

両
者
は
対
象
が
生
者
か
死
者
か
と
い
う
違
い
だ
け
で
、
ど
ち
ら
も
心
惹
か
れ
る

他
人
と
不
本
意
に
も
距
離
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
、
悲

し
み
や
や
る
せ
な
さ
を
示
す
表
現
で
あ
る
。
万
葉
集
中
の
「
嘆
き
」
は
、
ほ
ぼ

こ
の
ど
ち
ら
か
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
数
首
に
限
り
、

「
嘆
き
」
の
対
象
に
人
以
外
の
も
の
を
と
る
も
の
が
あ
る
。
当
該
歌
と
、
次
の

三
首
で
あ
る
。

　
　
な
つ
き
に
し
　
奈
良
の
都
の
　
荒
れ
行
け
ば
　
出
で
立
つ
ご
と
に
　
嘆
き

　
　
し
増
さ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
・
一
〇
四
九
、
福
麻
呂
）

　
　
・
：
卯
の
花
の
　
咲
く
月
立
て
ば
　
め
づ
ら
し
く
　
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
　
あ

や
め
ぐ
さ
　
玉
貫
く
ま
で
に
　
昼
暮
ら
し
　
夜
渡
し
聞
け
ど
　
聞
く
ご
と

に

心
つ
ご
き
て
　
う
ち
嘆
き
　
あ
は
れ
の
鳥
と
　
言
は
ぬ
時
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
八
・
四
〇
八
九
、
家
持
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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競
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…
鳴
く
鳥
の
　
声
も
変
は
ら
ふ
　
耳
に
聞
き
　
目
に
見
る
ご
と
に
　
う
ち

嘆
き
　
萎
え
う
ら
ぶ
れ
　
し
の
ひ
っ
つ
　
争
ふ
は
し
に
　
木
の
暗
の

四
月
し
立
て
ば
　
夜
隠
り
に
　
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
八
・
四
一
六
六
、
家
持
）

　
一
首
目
は
荒
れ
果
て
た
「
奈
良
の
都
」
に
対
す
る
「
嘆
き
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
先
に
述
べ
た
も
の
と
同
じ
く
、
「
悲
嘆
」
の
意
味
に
と
っ
て
問
違
い
は
な

い
だ
ろ
う
。
問
題
は
二
首
目
、
三
首
目
の
大
伴
家
持
の
歌
で
あ
る
。
二
首
目
は

ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
、
三
首
目
は
花
や
鳥
の
声
に
対
し
て
「
嘆

く
」
と
う
た
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
嘆
く
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
清
水
靖
子
氏
は
、
こ
の
二
首
の
「
嘆
く
」
は
「
賞
美
す
る
、
賛
美
す
る
」
と

い
う
意
味
で
、
さ
ら
に
そ
の
理
解
を
額
田
王
の
当
該
歌
の
「
青
き
を
ば
置
き
て

そ
嘆
く
」
の
「
嘆
く
」
に
も
あ
て
は
め
て
、
こ
の
表
現
は
「
青
い
葉
は
（
中

略
）
手
に
取
ら
ず
、
置
い
て
賞
美
す
る
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
「
短
所
で

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
柚
。
し
か
し
、
家
持
の
「
嘆
く
」
を
単
な
る
「
賞
美
す
る
、

賛
美
す
る
」
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
、
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

鳥
の
声
を
耳
に
す
る
と
懐
旧
の
情
が
起
こ
る
と
う
た
う
歌
は
集
中
に
い
く
つ
も

見
ら
緬
る
し
、
二
首
目
は
「
あ
は
れ
」
、
三
首
目
は
「
萎
え
う
ら
ぶ
れ
」
と
い

う
、
複
雑
な
心
情
を
表
す
語
が
接
続
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
百

例
近
く
あ
る
用
例
の
中
で
、
こ
う
い
っ
た
使
い
方
を
し
て
い
る
の
が
家
持
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

の
二
首
だ
け
で
、
同
時
代
の
歌
人
に
も
用
例
が
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
家
持

に
特
有
の
表
現
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
本
稿
で
は
、
額
田
王
の
「
嘆
き
」
は
広
義
の
悲
し
み

を
表
す
否
定
的
な
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
嘆
く
」
は
、
恋
人
と
の
離
別
や

片
恋
、
あ
る
い
は
親
し
い
者
と
の
死
別
と
い
う
状
況
下
で
、
そ
の
悲
し
み
を
表

現
す
る
行
動
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
相
聞
や
挽
歌
に
お
い
て
核
と
な
る
感

情
を
担
う
こ
と
ば
で
あ
り
、
あ
る
程
度
強
い
悲
し
み
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
「
恨
め
し
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
「
恨
め
し
」
と
い
う
語
を
取

り
上
げ
た
論
究
は
、
近
年
多
く
見
ら
れ
る
。
主
た
っ
た
も
の
と
し
て
、
上
原
優

子
氏
は
、
「
恨
め
し
」
と
い
う
語
は
「
長
く
尾
を
引
く
よ
う
な
、
い
わ
ば
恨
め

し
く
思
う
対
象
へ
の
執
着
」
を
含
ん
で
お
り
、
「
恨
め
し
く
思
う
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
陰
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
を
保
と
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い
る
」
こ

と
か
ら
、
当
該
歌
に
お
け
る
「
恨
め
し
」
も
「
完
全
な
否
定
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
こ
に
こ
そ
執
着
が
あ
り
、
作
者
を
秋
へ
と
ひ
き
っ
け
る
根
拠
と
な
り
え

た
」
と
述
べ
ら
れ
緬
。
ま
た
毛
利
正
守
氏
は
、
「
恨
め
し
」
と
い
う
語
は
「
ま

ず
心
引
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
る
語
」
で
あ
り
、
こ
れ

は
つ
ま
り
「
心
引
か
れ
る
も
の
が
な
く
、
好
意
的
に
接
す
る
こ
と
な
く
、
心
う

ご
か
な
い
と
こ
ろ
に
『
恨
め
し
』
の
心
情
も
ま
た
な
い
」
と
さ
れ
い
。
両
論
は

と
も
に
、
「
恨
め
し
」
が
「
秋
山
」
の
否
定
と
は
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
た
も



の
で
あ
る
ｏ
結
論
と
し
て
は
こ
れ
ら
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は

ま
た
異
な
っ
た
視
点
か
ら
「
恨
め
し
」
に
関
す
る
考
え
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
万
葉
集
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
恨
め
し
」
の
語
は
、
次
の
八
例
で
あ
る
。

①
春
日
野
に
　
粟
蒔
け
り
せ
ば
　
鹿
待
ち
に
　
継
ぎ
て
行
か
ま
し
を
　
社

　
し
恨
め
し

②
我
妹
子
を
　
相
知
ら
し
め
し

　
思
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
・
四
〇
五
）

人
を
こ
そ
　
恋
の
増
さ
れ
ば
　
恨
め
し
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
・
四
九
四
）

③
…
家
な
ら
ば

か
た
ち
は
あ
ら
む
を
　
恨
め
し
き
　
妹
の
命
の
　
我
を

ば
も
　
い
か
に
せ
よ
と
か
　
に
は
鳥
の
　
二
人
並
び
居
　
語
ら
ひ
し
　
心

そ
む
き
て
　
家
離
り
・
い
ま
す

（
巻
五
・
七
九
四
、
憶
良
）

①
ひ
さ
か
た
の

　
艮
め
し

　
４

⑤
皿
め
し
と

　
へ
ど

天
つ
し
る
し
と
　
水
無
し
川
　
隔
て
て
置
き
し
　
神
代
し

思
ひ
て
背
な
は

　
　
（
巻
十
・
二
〇
〇
七
、
人
麻
呂
歌
集
）

あ
り
し
か
ば
　
外
の
み
そ
見
し
　
ヽ
心
は
思

　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
　
・
二
五
二
二
）

⑥
…
こ
と
放
け
ば
　
国
に
放
け
な
む
　
こ
と
放
け
ば
　
家
に
放
け
な
む
　
天

　
地
の
　
神
し
恨
め
し
　
草
枕
　
こ
の
旅
の
日
に
　
妻
放
く
べ
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
三
・
三
三
四
六
）

⑦
耳
無
の
　
池
し
恨
め
し
　
我
妹
子
が
　
来
つ
つ
潜
か
ば
　
水
は
涸
れ
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
六
・
三
七
八
八
）

⑧
恨
め
し
く
　
君
は
も
あ
る
か
　
や
ど
の
梅
の
　
散
り
過
ぐ
る
ま
で
　
見
し

　
　
　
　
額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈

　
　
め
ず
あ
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
十
・
四
四
九
六
）

「
恨
め
し
」
と
感
じ
る
対
象
を
見
て
い
く
と
、
「
社
」
、
「
我
妹
子
を
相
知
ら
し
め

し
人
」
、
「
妹
の
命
」
、
「
神
代
」
な
ど
、
「
嘆
く
」
に
比
べ
る
と
多
様
な
状
況
、

相
手
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
恨
め
し
」

に
つ
い
て
は
、
「
こ
う
あ
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
、
現
状
と
は
異
な

る
願
望
や
理
想
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
例
が
複
数
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
①
は
反
実
仮
想
の
助
動
詞
「
ま
し
」
を
用
い
て
、
毎
日
で
も
通
い
た

い
の
に
、
現
実
は
「
社
」
が
邪
魔
で
そ
れ
が
叶
わ
な
い
か
ら
「
恨
め
し
」
だ
と

う
た
う
。
③
は
「
家
な
ら
ば
か
た
ち
は
あ
ら
む
を
」
で
、
家
に
い
た
な
ら
ば
無

事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
に
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
「
恨
め
し
」
と
な
る
わ

け
で
あ
る
し
、
⑥
の
「
こ
と
放
け
ば
国
に
放
け
な
む
」
「
こ
と
放
け
ば
家
に
放

け
な
む
」
、
⑦
の
「
我
妹
子
が
来
つ
つ
潜
か
ば
水
は
涸
れ
な
む
」
と
い
っ
た
表

現
も
同
様
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
恨
め
し
」
と
は
、
特
に
具
体
的
な
願
望
や
理
想
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
、
そ
の
要
因
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
抱

く
否
定
的
な
感
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
当
該
歌
の
「
恨
め

し
」
に
対
し
て
、
額
田
王
が
抱
い
て
い
た
理
想
と
は
何
か
。
無
論
、
「
黄
葉
」

で
あ
る
。
「
黄
葉
」
で
あ
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
に
、
そ
う
で
は
な
く
「
青
き
」

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
「
青
き
」
に
対
し
て
「
恨
め
し
」
と
う
た
う
の
で
あ
る
。

額
田
王
が
「
秋
山
」
の
描
写
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
秋
の
景
物
ら
し
か
ら
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
額
田
王
「
春
秋
競
憐
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「
青
き
」
を
持
ち
出
し
て
「
嘆
き
」
「
恨
め
し
」
と
う
た
う
こ
と
は
、
「
青
き
」

に
対
し
て
落
胆
す
る
心
情
の
表
現
で
あ
る
同
時
に
、
「
黄
葉
」
に
対
す
る
強
い

愛
着
を
示
す
表
現
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
春
の
花
」
と
対
置
さ
れ
、
賞
美
・
鑑
賞
さ
れ
る
秋
の
景
物
は
「
黄
葉
」
で

あ
る
。
「
青
き
」
の
否
定
は
秋
の
景
物
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
へ
の
否

定
で
あ
っ
て
、
「
秋
山
」
そ
の
も
の
へ
の
否
定
と
は
捉
え
が
た
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
「
青
き
」
へ
の
否
定
を
通
し
て
「
黄
葉
」
を
強
く
肯
定
す
る
こ
と
で
、

最
終
的
な
「
秋
山
そ
我
は
」
と
い
う
結
論
へ
と
破
綻
な
く
繋
が
っ
て
い
く
と
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

　
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
春
秋
競
憐
歌
」
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
一
貫
し
た
秋

山
へ
の
支
持
で
あ
り
、
さ
ら
に
具
体
的
に
言
え
ば
秋
山
の
黄
葉
へ
の
思
い
入
れ

で
あ
っ
た
。

　
額
田
王
は
、
春
の
好
ま
し
い
景
を
詠
み
こ
み
っ
つ
、
「
手
に
取
っ
て
見
な
い
」

こ
と
を
理
由
に
春
山
の
花
を
否
定
す
る
。
だ
が
実
際
に
表
現
を
見
て
い
く
と
、

春
と
い
う
季
節
、
も
し
く
は
花
の
美
し
さ
を
否
定
す
る
表
現
は
一
切
含
ま
れ
て

い
な
い
。
客
観
的
に
は
肯
定
と
も
と
れ
る
表
現
を
並
べ
な
が
ら
、
自
身
の
行
動

と
い
う
主
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
春
山
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
う
た
わ
れ
た
場
に
は
そ
れ
ぞ
れ
春
山
と
秋
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

の
支
持
者
が
い
る
と
し
て
、
こ
こ
に
は
、
春
山
を
支
持
す
る
聴
衆
を
納
得
さ
せ

よ
う
と
か
、
論
破
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
こ
う
い
っ
た
論
理
を
取
る
こ
と
で
、
額
田
王
は
春
山
の
支
持
者
た
ち
の

面
目
を
保
っ
た
ま
ま
秋
山
へ
の
支
持
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
方
で
、
秋
山
の
「
青
き
」
に
ま
つ
わ
る
心
情
表
現
で
あ
る
「
嘆
く
」
「
恨

め
し
」
は
、
や
は
り
「
青
き
」
に
対
す
る
直
接
的
な
否
定
で
あ
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
多
く
の
万
葉
歌
人
た
ち
が
「
嘆
き
」
を
う
た
う
こ
と

で
恋
人
や
死
者
へ
の
愛
情
を
表
現
し
た
よ
う
に
、
ま
た
宮
廷
歌
人
が
皇
族
の
死

に
際
し
て
誇
張
的
と
も
と
れ
る
悲
し
み
の
表
現
に
よ
っ
て
死
者
を
称
え
た
よ
う

に
、
「
青
き
」
へ
の
嘆
き
の
向
こ
う
に
、
「
黄
葉
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注①
　
谷
馨
「
王
と
漢
詩
文
」
（
『
額
田
王
』
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
六
〇
年
四
月
）

②
　
青
木
生
子
他
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
萬
葉
集
こ
、
新
潮
社
、
▽
几
七
六

　
年
十
一
月

③
　
犬
養
孝
「
秋
山
わ
れ
は
ー
心
情
表
現
の
構
造
を
中
心
に
ー
」
（
『
萬
葉
の
風
土
』
、

　
塙
書
房
、
▽
几
五
六
年
三
月
）

①
　
土
橋
寛
「
額
田
王
」
（
『
万
葉
開
眼
（
上
）
』
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
▽
几
七
八
年

　
四
月
）

⑤
　
上
原
優
子
「
『
春
秋
判
別
歌
』
の
論
理
性
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
研
究
』
第
十
七
号
、

　
▽
几
八
四
年
十
一
月
）



⑥
　
毛
利
正
守
「
額
田
王
の
心
情
表
現
－
『
秋
山
我
れ
は
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
文
林
』

　
第
二
十
号
、
▽
几
八
五
年
十
二
月
）

⑦
　
辻
憲
男
「
春
秋
の
さ
だ
め
ー
額
田
王
序
説
の
（
ロ
ー
）
（
『
親
和
国
文
』
第
二
十

　
五
号
、
▽
几
九
〇
年
九
月
）
や
、
平
野
由
紀
子
「
額
田
王
の
『
春
秋
競
憐
判
歌
』
考

　
－
歌
の
表
現
と
構
造
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
論
輯
』
第
二
十
二
号
、
▽
几
九
四
年
六

　
月
）
な
ど
。

⑧
　
井
手
至
「
花
鳥
歌
の
源
流
」
（
『
万
葉
集
研
究
』
第
二
集
、
塙
書
房
、
一
九
七
三
年

　
四
月
）

　
　
同
「
花
鳥
歌
の
展
開
」
（
『
万
葉
集
研
究
』
第
十
二
集
、
塙
書
房
、
▽
几
八
四
年
四

　
月
）

⑤
　
井
手
至
「
花
鳥
歌
の
展
開
」

⑩
「
花
」
が
対
句
の
対
偶
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
約
二
十
例
あ
る
が
、
そ

　
の
う
ち
の
お
よ
そ
半
数
が
「
黄
葉
」
と
の
対
で
あ
り
、
四
分
の
一
が
後
述
す
る
異
な

　
る
花
同
士
の
対
で
あ
る
。

⑥
　
桜
井
満
「
万
葉
集
の
花
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
一
巻
二
号
、
一
九
八

　
六
年
二
月
）

⑩
　
井
手
至
「
花
鳥
歌
の
展
開
」

⑩
　
木
村
康
平
氏
は
、
「
春
山
が
茂
る
の
は
、
豊
か
に
花
が
咲
き
誇
る
の
と
同
様
、
本

　
来
春
山
の
長
所
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
ス
近
江
朝
の
額
田
王
－
『
春
秋
競

　
憐
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
、
『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
十
四
号
、
一
九
九
二
年

　
十
月
）
と
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

⑩
　
駒
木
敏
「
額
田
王
の
一
首
－
初
期
万
葉
歌
の
一
側
面
－
」
（
『
人
文
学
』
第
百
四
十

　
号
、
▽
几
八
四
年
三
月
）
、
岡
内
弘
子
「
春
秋
優
劣
判
別
歌
－
『
と
る
』
を
め
ぐ
っ
て

　
ー
」
（
『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
１
部
第
九
十
六
号
、
▽
几
九
六
年
十
二

　
月
）
な
ど
。
な
お
、
当
該
歌
に
う
た
わ
れ
た
「
取
る
」
を
呪
的
行
為
か
ら
脱
却
し
た

　
風
流
的
な
行
為
と
し
て
見
る
も
の
に
、
伊
藤
博
『
全
注
』
巻
第
一
、
中
西
進
「
万
葉

額
田
王
「
春
秋
競
憐
歌
」
の
一
解
釈

　
歌
人
論
－
額
田
王
」
（
『
中
西
進
万
葉
論
集
』
第
三
巻
、
講
談
社
、
▽
几
九
五
年
七

　
月
）
な
ど
が
あ
る
。

⑩
　
寺
川
億
知
夫
「
春
秋
優
劣
歌
の
表
現
手
法
」
（
『
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文

　
学
』
第
九
号
、
一
九
九
七
年
十
月
）

⑩
　
さ
ら
に
、

　
　
　
水
鳥
の
　
鴨
の
羽
色
の
　
春
山
の
　
お
ぼ
つ
か
な
く
も
　
思
ほ
ゆ
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
・
一
四
五
一
、
笠
女
郎
）

　
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
水
鳥
の
」
の
枕
詞
の
あ
り
方
と
し
て
、
春
の
青
葉
を
指
し

　
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

⑤
「
そ
こ
し
恨
め
し
」
の
「
そ
こ
」
が
指
し
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
春
山
を
指

　
す
と
す
る
も
の
（
吉
田
増
蔵
「
萬
葉
集
の
長
歌
を
漢
文
修
辞
法
よ
り
観
た
る
一
班
」
、

　
佐
佐
木
信
綱
編
『
萬
葉
学
論
纂
』
所
収
、
明
治
書
院
、
一
九
三
一
年
三
月
）
も
あ
る

　
が
、
本
稿
で
は
「
そ
こ
」
の
一
般
的
な
用
法
に
従
い
、
直
前
の
「
青
き
を
ば
置
き
て

　
そ
嘆
く
」
を
指
す
と
考
え
る
。

⑨
　
清
水
靖
子
（
額
田
王
－
春
秋
競
憐
歌
に
つ

　
▽
几
八
九
年
三
月
）

⑩

い
て
ー
」
（
『
成
蹊
国
文
』
第
二
十
二
号
、

　
古
に
　
恋
ふ
ら
む
鳥
は
　
ほ
と
と
ぎ
す

ご
と

　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
な
み
ち
ど
り
　
　
な

近
江
の
海
　
夕
波
千
鳥
　
汝
が
鴫
け
ば

　
け
だ
し
や
鳴
き
し
　
我
が
思
へ
る

　
　
　
（
巻
二
・
一
一
二
、
額
田
王
）

心
も
し
の
に
　
古
思
ほ
ゆ

　
　
　
（
巻
三
・
二
六
六
、
人
麻
呂
）

　
な
ど
。
特
に
ほ
と
と
ぎ
す
は
「
蜀
魂
」
の
故
事
と
関
係
し
て
、
懐
旧
を
催
す
鳥
と
し

　
て
う
た
わ
れ
て
き
た
と
い
う
点
も
考
慮
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

⑩
　
上
原
氏
前
掲
論
文

⑤
　
毛
利
氏
前
掲
論
文

一

一


