
は
じ
め
に

萬
葉
集
巻
第
七
の
中
ほ
ど
、「
寄
物
発
思
」
の
標
目
下
に
、「
右
一

首
古
歌
集
出
」
の
左
注
を
も
つ
歌
一
首
（1270

）
が
あ
る
。
寛
永
版

本
に
よ
っ
て
本
文
と
訓
を
別
行
に
掲
げ
る
。

隱
口
乃
泊
瀬
之
山
丹
照
月
者
盈
昃
爲
烏
人
之
常
無

コ
モ
リ
ク
ノ
ハ
ツ
セ
ノ
ヤ
マ
ニ
テ
ル
ツ
キ
ハ
ミ
チ
カ
ケ
シ
テ
ソ

ヒ
ト
ノ
ツ
ネ
ナ
キ

「
烏
」
の
字
は
、
こ
の
版
本
の
他
の
箇
所
で
も
お
お
む
ね
こ
の
字
形

で
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
『
校
本
萬
葉
集
』
で
検
す
る
と
、

温
古
堂
本
に
文
字
が
な
く
、
紀
州
本
が
「
乎
」
に
つ
く
る
以
外
、
他

の
有
力
古
写
本
は
「
焉
」
と
認
め
る
べ
き
文
字
で
か
い
て
お
り
、
そ

う
翻
字
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
第
四
句
末
の
訓
が
係

助
詞
「
そ
／
ぞ
」
で
あ
る
こ
と
も
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。

こ
の
訓
を
と
る
近
代
の
二
注
釈
書
か
ら
現
代
語
訳
を
ひ
く
。

こ
も
り
く
の
（
枕
詞
）
初
瀬
の
山
に
照
る
月
は
、
或
は
満
ち
、

或
は
缺
け
て
、
其
の
如
く
に
人
は
無
常
で
あ
る
。

（
土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注
』）

初
瀬
の
山
に
照
る
月
は
、
満
ち
て
は
欠
け
て
定
ま
り
が
な
い
。

（
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
）
人
間
と
い
う
も
の
は
無
常
な
こ
と
よ
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

右
に
み
る
よ
う
に
、『
私
注
』
は
結
句
へ
の
つ
な
ぎ
に
「
其
の
如
く

に
」
を
補
い
、「
大
系
」
は
第
四
句
で
い
っ
た
ん
歌
を
き
り
、
そ
の

助
字
か
ら
見
た
萬
葉
歌

―
―
満
ち
缺
け
す
れ
そ
人
の
常
な
き
―
―

工

藤

力

男
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上
で
「
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
」
を
補
っ
て
い
る
。

右
の
二
つ
の
解
は
、
語
句
を
補
っ
た
り
途
中
で
き
っ
た
り
、
歌
の

形
か
ら
離
れ
て
い
る
印
象
が
拭
い
が
た
い
。
か
か
る
乖
離
は
な
ぜ
生

じ
た
の
か
、
ほ
か
に
考
え
る
術
は
な
い
の
か
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た

問
題
意
識
に
た
ち
、「
焉
」
を
中
心
に
す
え
て
助
字
を
広
く
視
野
に

い
れ
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
新
し
い
訓
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

以
下
の
論
述
は
主
に
塙
書
房
版
の
本
文
に
よ
っ
て
進
め
る
。
他
本

に
よ
る
と
き
は
、
特
に
助
字
の
扱
い
が
異
な
り
う
る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
。
な
お
、
歌
の
下
の
括
弧
内
に
横
組
み
で
あ
げ
た
数
字
は
『
國

歌
大
觀
』
の
歌
番
号
、
人
名
下
の
そ
れ
は
著
書
・
論
文
の
キ
リ
ス
ト

暦
に
よ
る
発
表
年
次
で
あ
る
。
言
及
箇
所
を
含
む
萬
葉
歌
を
原
文
で

ひ
く
ば
あ
い
は
句
単
位
で
右
に
訓
を
付
す
。
旋
頭
歌
の
第
三
四
句
間

に
空
白
を
お
き
、
長
歌
は
省
略
し
た
部
分
を
点
線
で
示
す
こ
と
が
あ

る
。
周
知
の
書
名
は
適
宜
に
略
記
す
る
。

一

初
め
に
萬
葉
集
の
「
助
字
」
を
ひ
と
と
お
り
眺
め
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
「
助
字
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
特
別
な
意
味
は
な
い
。

「
語
気
詞
」「
虚
字
」「
虚
辞
」「
助
詞
」
な
ど
の
称
も
行
わ
れ
専
門
家

の
あ
い
だ
に
も
定
説
は
な
い
の
で
、
中
国
で
は
使
わ
な
い
「
語
気

詞
」、
日
本
語
の
品
詞
と
紛
ら
わ
し
い
「
助
詞
」
を
避
け
、
本
稿
の

学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
小
島
憲
之
（1964

）
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
る
。

考
察
す
る
範
囲
も
、
不
・
被
・
耳
・
乍
・
至
な
ど
ま
で
広
げ
る
必
要

は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ら
は
古
代
日
本
の
漢
字
文
表
記
で
訓
が
定
ま
り
、

萬
葉
歌
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
ゆ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

初
め
に
「
矣
」。
こ
れ
は
萬
葉
歌
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
助
字
で
七

十
例
ほ
ど
あ
る
。

潮
干
な
ば
玉
藻
刈
り
つ
め
家
の
妹
が
浜
づ
と
乞
は
ば

な
に
を
し
め
さ
む

何
矣
示

（360

）

秋
風
の
寒
き

あ

さ
朝
明
け
を
佐
農
の
岡
越
ゆ
ら
む
君
に
き
ぬ
か
さ
ま
し
を

衣
借
益
矣

（361

）

…
国
問
へ
ど

く
に
を

も

の
ら
ず

国
矣
毛
不
告

家
問
へ
ど

い
へ
を

も

い
は
ず

家
矣
毛
不
云
…

（1800

）

右
の
よ
う
に
格
助
詞
と
終
助
詞
「
を
」
の
位
置
に
定
着
し
て
、
さ
な

が
ら
「
を
」
の
仮
名
の
ご
と
き
様
相
を
呈
す
る
。

「
従
」
に
は
「
ゆ
／
よ
／
よ
り
」
の
三
つ
の
訓
が
あ
り
う
る
が
、

記
定
の
時
期
を
慎
重
に
吟
味
し
、
音
数
律
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
ほ
ぼ
一
つ
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、「
哉
」

は
「
か
／
か
も
／
や
／
や
も
／
や
し
」
の
間
で
ゆ
れ
て
定
訓
の
な
い
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歌
も
あ
る
。

四
十
近
い
用
例
が
あ
る
「
於
」
の
う
ち
、
次
の
歌
は
「
於
」
を
動

詞
に
前
置
し
た
唯
一
の
例
で
あ
る
が
、
訓
は
名
詞
に
つ
い
た
も
の
と

か
わ
ら
な
い
。

天
の
河
去
年
の

わ
た
り
で

渡
代
移
ろ
へ
ば
か
は
せ
を
ふ
む
に

河
瀬
於
踏
夜
そ
更
け
に
け
る

（2018

）

わ
た
し
は
こ
の
「
於
」
を
、
動
詞
の
連
体
形
に
接
し
た
助
詞
「
に
」

と
解
し
た
が
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
『
萬
葉
集
索
引
』
で
は
助
詞

「
を
」
と
し
て
い
る
。「

か
は
せ

を

ふ
む

河
瀬
於
踏
ニ

」
と
解
釈
し
た
ら
し
い
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
萬
葉
集
時
代
す
で
に
オ
・
ヲ
の
仮
名
違
い
が
お
こ
っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
者
」
を
「
は
／
ば
」
と
訓
ず
る
の
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る

一
方
、「
さ
」
の
訓
を
負
う
五
例
は
、
狭
く
と
る
た
ち
ば
で
は
形
容

詞
に
「
さ
」
の
接
し
た
名
詞
形
に
限
ら
れ
、
そ
の
う
ち
四
例
は
喚
体

句
の
位
置
に
お
か
れ
る
。
一
例
ず
つ
あ
げ
る
。

あ
め天
に
ま
す
つ
く
よ
み

月
読
男
ま
ひ幣
は
せ
む
こ

よ
ひ
の

今
夜
乃
な
が
さ
長
者
い

ほ

よ

五
百
夜
継
ぎ
こ
そ

（985

）

高
松
の
こ
の
峰
も

せ狭
に
笠
立
て
て
満
ち
盛
り
た
る
あ
き
の
か
の

秋
香
乃
よ

さ
吉
者

（2233

）

ほ
か
に
存
疑
例
一
つ
「
黄
葉
早
者
」（2217

）
が
あ
る
。

わ
り
に
用
法
の
複
雑
な
の
が
十
数
例
の
「
也
」
で
あ
る
。
ま
ず
指

摘
し
う
る
の
が
、
形
容
詞
由
来
の
名
詞
形
に
よ
る
喚
体
句
、
係
り
に

対
す
る
結
び
、
命
令
表
現
に
そ
え
た
も
の
、
こ
の
三
種
で
あ
る
。

大
君
の
御
笠
の
山
の
帯
に
せ
る
細
谷
川
の

お
と
の
音
乃
さ
や
け
さ

清
也

（1102

）

我
が
や
ど
に
咲
き
た
る
梅
を

つ
く
よ
月
夜
良
み
よ
ひ
よ
ひ

夜
々
見
せ
む
き
み
を
君
乎
こ
そ
ま
て

社
待

也

（2349

）

よ
ひ夜
に
逢
ひ
あ
し
た
お
も

て
朝
面
無
み
な
ば
り
の

隠
野
の
萩
は
散
り
に
き
も
み
ち
黄
葉
は
や
つ
げ

早
續
也

（1536

）

訓
法
に
議
論
が
あ
っ
て
断
定
は
し
が
た
い
が
、
右
以
外
に
特
定
の
語

法
に
あ
て
は
め
え
ぬ
ま
ま
「
不
読
」
と
処
理
し
て
お
く
ほ
か
な
い
も

の
が
、
次
の
例
な
ど
四
つ
ほ
ど
あ
る
。

た
ら
ち
ね
の
母
の

み
こ
と
命
の
言
に
あ
ら
ば
年
の
緒
長
く
た
の
み
す

憑
過
ぐ
さ
む
武
也

（1774

）

さ
て
、「
之
」
は
ノ
・
ガ
の
正
訓
字
と
し
て
も
、
シ
の
音
仮
名
と

し
て
も
圧
倒
的
多
数
の
用
例
を
も
つ
文
字
で
あ
る
。
だ
が
、
助
字
の

機
能
を
大
幅
に
広
げ
て
解
釈
す
る
鶴
久
氏
の
訓
で
は
様
相
が
一
変
す

る
。
本
稿
は
そ
こ
に
深
く
ふ
み
こ
む
意
図
は
な
い
の
で
、
鶴
久
・
森

山
隆
共
編
の
『
萬
葉
集
』（
補
訂
版1977

櫻
楓
社
）
か
ら
一
例
ず
つ

ひ
い
て
簡
単
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。
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吉
野
川
ゆ
く
せ

を

逝
瀬
之
は
や
み
早
見
し
ま
し
く
も
澱
む
こ
と
な
く
あ
り
こ
せ
ぬ

か
も

（119

）

は
る春
之
さ
め
は
雨
者
い
や
頻
き
降
る
に
梅
の
花
未
だ
咲
か
な
く
い
と
若
み

か
も

（786

）

白
雪
の
常
敷
く
冬
は
過
ぎ
に
け
ら
し
も

春
霞

た

な
田
菜
ひ
く
の
引
野
べ

に
辺
之

鶯
鳴
く
も

（1888

）

右
の
三
首
に
み
え
る
「
之
」
は
、
そ
の
訓
以
外
に
決
し
て
よ
め
な
い

わ
け
で
は
な
く
、
他
書
は
お
お
む
ね
「
の
」
と
訓
じ
て
い
る
。
わ
た

し
も
「
の
」
の
表
記
と
解
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

あ
ま
き
ら
ひ

天
霧
之
雪
も
降
ら
ぬ
か
い
ち
し
ろ
く
こ
の
厳
柴
に
降
ら
ま
く
を

見
む

（1643

）

う
ち
き
ら
ひ

打
霧
之
雪
は
降
り
つ
つ
し
か
す
が
に
わ
ぎ
へ
我
家
の
苑
に
鶯
鳴
く
も

（1441

）

「
天
霧
之
」
三
例
、「
打
霧
之
」
一
例
の
「
霧
之
」
を
鶴
氏
は
「
き
ら

ひ
」
と
訓
ず
る
。
萬
葉
集
に
「
天
霧
相
／
天
霧
合
／
雨
霧
相
」
の
表

記
例
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
揃
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

「
之
」
の
文
字
を
、
あ
え
て
動
詞
の
再
活
用
語
尾
「
ふ
」
に
あ
て
た

意
図
が
説
明
さ
れ
な
く
て
は
肯
な
い
が
た
い
。
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋

注

四
』
は
「
天
霧
之
」（1643

）
を
「
あ
ま
き
ら
し
」
と
訓
じ
て

櫻
楓
社
版
の
訓
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
、
井
手
至
『
萬
葉
集
全
注

巻
第
八
』
は
「
う
ち
き
ら
し
」（1441

）
の
訓
を
と
ら
な
い
こ
と
を

明
言
し
た
。
私
見
は
工
藤
（1996

）
に
か
い
た
。

ほ
か
に
次
の
一
例
が
あ
る
。

梓
弓
春
山
近
く

い
へ
を
れ
ば

家
居
之
継
ぎ
て
鳴
く
ら
む
鶯
の
声

（1829

）

右
の
歌
の
「

ば之
」
の
訓
は
次
の
歌
な
ど
の
表
記
に
支
え
ら
れ
る
。

梅
の
花
咲
け
る
岡
辺
に

い
へ
を
れ
ば

家
居
者
と
も
し
く
も
あ
ら
ず
鶯
の
声

（1820

）

恋
ひ
つ
つ
も
稲
葉
か
き
わ
け

い
へ
を
れ
ば

家
居
者
と
も
し
く
も
あ
ら
ず
秋
の

夕
風

（2230

）

こ
の
「
者
」
と
「
之
」
の
通
用
は
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
な
ど
に
も

み
え
て
お
り
、
そ
れ
が
漢
籍
の
表
現
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
小
島
憲

之
（1964

）
に
詳
し
い
。

以
上
の
処
理
の
網
に
か
か
ら
な
い
も
の
が
な
お
残
る
。

梅
の
花
我
は
散
ら
さ
じ
青
丹
よ
し

な

ら
な
る
ひ
と
も

平
城
之
人
来
つ
つ
見
る
が
ね

（1906

）

…
慰
も
る

心
も
あ
ら
ず

そ
こ
ゆ
ゑ
に

せ
む
す
べ
し

れ

や

為
便
知
之
也
…

（196

）

沫
雪
に
降
ら
え
て
咲
け
る
梅
の
花

き
み
が

り

や
ら
ば

君
之
許
遣
者
依
そ
へ
て
む
か

も

（1641

）
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次
の
歌
の
第
四
句
は
訓
が
定
ま
ら
な
か
っ
た
。

川
の
瀬
の
石
踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
之
来
夜
者
つ
ね
に
も

あ
ら
ぬ
か
も

（3313

）

従
来
、「
く
ろ
う
ま
の
く
る
よ
は
」「
く
ろ
ま
の
く
る
よ
は
」「
く
ろ

ま
の
く
よ
は
」
な
ど
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
単
独
母
音

を
含
む
二
字
の
余
り
、
一
字
の
余
り
、
連
体
修
飾
の
破
格
で
あ
る
。

稿
者
も
校
注
に
参
加
し
た
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』
で
は
、

考
え
あ
ぐ
ね
た
す
え
に
「

く

ろ

の

く
る
よ

は

黒
馬
之
来
夜
者
」
の
訓
を
つ
け
た
の
で
あ

っ
た
。

二

本
稿
の
対
象
歌
に
用
い
ら
れ
た
助
字
「
焉
」
の
、
萬
葉
集
に
お
け

る
使
用
実
態
を
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
多
彩
に
し
て
複
雑
で
あ
る
。

本
節
で
は
用
例
に
丸
数
字
の
通
し
番
号
を
つ
け
る
。

初
め
に
詠
嘆
の
情
を
こ
め
て
終
助
詞
の
位
置
に
出
現
し
た
も
の
を

あ
げ
る
。
①
②
③
が
「
を
」、
④
⑤
⑥
が
「
も
」
の
例
で
あ
る
。

①
児
ら
が
家
道

や
や
ま
と
ほ
き
を

差
間
遠
焉
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
に
き
ほ競
ひ
敢
へ

む
か
も

（302

）

②
今
よ
り
は
秋
風
寒
く

ふ
き
な
む
を

将
吹
焉
い
か
に
か
独
り
長
き
夜
を
寝
む

（462

）

③
甚
だ
も

よ夜
更
け
て
な
行
き
道
の
辺
の
ゆ

ざ
さ

斎
篠
の
上
に
し
も
の
ふ
る
よ
を

霜
降
夜
焉

（2336

）

④
白
雪
の
常
敷
く
冬
は
過
ぎ
に
け
ら
し
も

春
霞
た
な
び
く
野

辺
う
ぐ
ひ
す
な
く
も

の
鶯
鳴
焉

（1888

）

⑤
…
思
ひ
来
し

恋
尽
く
す
ら
む

七
月
の

七
日
の

よ
ひ夜
は

わ
れ吾
毛も

か
な
し
も

悲
焉

（2089

）

⑥
う
ま
せ
馬
柵
越
し
に
麦
食
む
駒
の
の詈
ら
ゆ
れ
ど
な
ほ
し
恋
し
く
お
も
ひ
か

思
不

ね
つ
も
勝
焉

（3096

）

次
に
係
り
結
び
構
文
で
結
び
の
位
置
に
用
い
ら
れ
た
例
を
あ
げ
る
。

⑦
⑧
が
「
そ
」
の
結
び
、
⑨
⑩
が
「
こ
そ
」
の
結
び
で
あ
る
。

⑦
あ
し
ひ
き
の
岩
根
こ
ご
し
み
菅
の
根
を
引
か
ば
難
み
と

し
め
の
み

標
耳

そ

ゆ
ふ

曾
結
焉

（414

）

⑧
向
つ

を峰
に
立
て
る
桃
の
樹
成
ら
め
や
と
ひ
と
そ
人
曾
さ
さ
や
く

耳
言
焉
汝
が
心

ゆ
め

（1356

）

⑨
天
雲
の
よ
そ
に
雁
が
ね
聞
き
し
よ
り
い
や
ま
す
ま
す
に

こ
ひ
こ
戀
許

そ

ま
さ
れ

曾
増
焉

（2132

一
云
）

⑩
秋
萩
の
恋
も
尽
き
ね
ば
さ
壮
鹿
の
声
い
継
ぎ
継
ぎ

こ
ひ
こ
戀
許
そ

ま
さ

増
益

れ焉

（2145

）

右
と
は
反
対
に
、「
そ
」
が
係
り
結
び
の
係
助
詞
の
位
置
に
用
い
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ら
れ
た
⑪
⑫
が
あ
る
一
方
、
断
定
辞
と
し
て
機
能
す
る
⑬
⑭
⑮
が
あ

る
。「
そ
」
は
本
来
こ
の
よ
う
に
係
助
詞
と
し
て
も
断
定
辞
と
し
て

も
機
能
し
、
さ
ら
に
指
示
機
能
も
有
す
る
語
だ
っ
た
よ
う
だ
。

⑪
ま
き
む
く

纏
向
の
あ
な
し
痛
足
の
山
に
雲
居
つ
つ
雨
は
降
れ
ど
も
ぬ

れ
所
沾
つ
つ
そ
乍
焉
こ
し来

（3126

）

⑫
う
ら
も
な
く
去
に
し
君
ゆ
ゑ
朝
な
朝
な

も
と
な
本
名
そ
こ
ふ
る

焉
戀
逢
ふ
と
は

な
け
ど

（3180

）

⑬
…
不
盡
川
と

人
の
渡
る
も

其
の
山
の

み
づ
の
水
乃
た
ぎ
ち
そ

當
焉
…

（319

）

⑭
風
高
く
辺
に
は
吹
け
ど
も
妹
が
た
め
袖
さ
へ
濡
れ
て

か
れ
る
苅
流
た
ま玉

も

そ
藻
焉

（782

）

⑮
お
も面
忘
れ
い
か
な
る
人
の
す
る
も
の
そ

爲
物
焉
わ
れ
は
し
か
ね
つ
継
ぎ
て
し

思
へ
ば

（2533

）

完
了
辞
「
ぬ
」
の
終
止
法
の
位
置
に
出
現
し
た
三
例
が
あ
る
。

⑯
君
に
恋
ひ
し
な
え
う
ら
ぶ
れ
我
が
居
れ
ば
秋
風
吹
き
てつ

き
か
た
ぶ

月
斜

き
ぬ焉

（2298
）

⑰
…
あ
ぢ
さ
は
ふ

夜
昼
知
ら
ず

か
ぎ
ろ
ひ
の

心
燃
え
つ

つ

な
げ
き
わ
か
れ
ぬ

悲
惨
別
焉

（1804

）

⑱
う
つ
せ
み
の
常
の
言
葉
と
思
へ
ど
も
継
ぎ
て
し
聞
け
ばこ

こ
ろ
ま
と

心
遮

ひ
ぬ焉

（2961

）

命
令
形
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
「
也
」
に
も
み

ら
れ
た
用
法
で
あ
る
。

⑲
佐
保
川
の
岸
の
司
の

し

ば

な

か
り
そ
ね

少
歴
木
莫
苅
焉

あ
り
つ
つ
も
春
し
来

た
ら
ば
立
ち
隠
る
が
ね

（529

）

「
〜
を
欲
り
」
で
お
わ
る
、
動
詞
の
連
用
形
終
止
と
称
す
べ
き
二

例
が
あ
る
。
と
も
に
四
句
切
れ
の
歌
で
、
結
句
は
理
由
を
の
べ
る
倒

置
法
表
現
を
な
し
て
い
る
。

⑳
つ
く
よ
月
夜
に
は
門
に
出
で
立
ち
ゆ
ふ
け
夕
占
問
ひ
あ
し
う
ら

足
占
を
そ
せ
し
ゆ
か
ま
く
を
ほ

行
乎
欲

り焉

（736

）

�
山
辺
に
は

さ
つ
を
猟
雄
の
狙
ひ
か
し
こ
け
ど
を

し
か

壮
鹿
鳴
く
な
り
つ
ま
の

め

妻
之
眼

を

ほ
り

乎
欲
焉

（2149

）

そ
の
ほ
か
に
形
容
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
三
例
が
あ
る
。
�
は

ミ
語
法
の
下
に
用
い
ら
れ
、
前
条
と
同
じ
く
倒
置
法
、
�
�
は
形
容

詞
終
止
形
の
下
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

�
春
日
野
に
粟
蒔
け
り
せ
ば

し
し鹿
待
ち
に
継
ぎ
て
行
か
ま
し
を
や
し社

ろ
し
う
ら
め
し

師
怨
焉

（405

）

�
秋
萩
の
散
り
過
ぎ
行
か
ば
さ
壮
鹿
は
わ
び
鳴
き
せ
む
な

み

ず
不
見

は

と
も
し
み

者
乏
焉

（2152

）

�
思
は
ぬ
に
し
ぐ
れ
の
雨
は
降
り
た
れ
ど
天
雲
晴
れ
て

つ
く
よ
さ
や
け

月
夜
清

し焉

（2227

）
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以
上
の
ほ
か
に
定
訓
が
得
が
た
く
て
保
留
し
た
一
例
が
あ
る
。
新

大
系
の
訓
を
そ
え
て
あ
げ
て
お
く
。

�
…
は
し
き
や
し

我
が
大
君
の

か
た
み

に

こ
こ
を

形
見
何
此
焉

（196

）

当
該
歌
の
訓
も
当
然
み
ぎ
の
範
囲
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
寛
永

版
本
の
訓
に
適
宜
に
漢
字
を
交
え
て
再
掲
す
る
。

�
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
に
照
る
月
は

み
ち
か
け
し
て
そ

盈
昃
爲
焉
人
の
常
な
き

こ
の
歌
の
「

そ焉
」
は
、
状
況
を
説
明
す
る
成
分
の
一
部
に
な
っ
て
い

る
点
で
は
⑪
⑫
に
近
い
。
そ
の
二
例
は
句
の
途
中
に
位
置
し
、
上
接

語
句
と
一
つ
に
な
っ
て
直
下
の
動
詞
に
係
る
の
に
対
し
て
、
�
で
は

第
四
句
の
句
末
に
位
置
し
、
結
句
へ
の
係
り
に
一
ト

呼
吸
お
か
れ
る

点
が
異
な
る
。
わ
た
し
に
は
こ
の
差
異
が
無
視
で
き
な
い
。

三

本
稿
の
発
端
に
な
っ
た
�
の
歌
の
本
文
に
問
題
が
な
い
ら
し
い
こ

と
は
冒
頭
に
の
べ
た
が
、
訓
と
な
る
と
事
情
が
違
う
。
寛
永
版
本
の

第
四
句
の
訓
は
「
ミ
チ
カ
ケ
シ
テ
ソ
」
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
を
中

心
に
、
校
本
萬
葉
集
か
ら
訓
と
諸
説
の
記
事
を
摘
記
す
る
。

元
・
古
・
宮
、「
す
る
そ
」。
類
・
紀
・
西
・
細
・
廣
・
京
左
赭

「
す
る
を
」。
西
、
三
字
青
、
漢
字
の
左
に
「
シ
テ
ソ
イ

」
あ
り
。

矢
・
京
、
三
字
青
、
陽
「
シ
テ
ソ
」
青
。

童
蒙
抄
「
テ
ル
ツ
キ
モ
」
カ
。
童
蒙
抄
「
ス
ル
ゾ
」、
萬
葉
考

「
ス
ル
ヲ
」、
略
解
「
シ
テ
ヲ
」、
古
義
「
シ
ケ
リ
」、
略
解
補
正

「
ス
ル
モ
」。

こ
の
歌
に
つ
い
て
最
も
深
く
ふ
み
こ
ん
で
発
言
し
た
の
は
澤
瀉
久

孝
『
萬
葉
集
注
釋
』
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
古
義
が
「
ミ
チ
カ
ケ

シ
ケ
リ
と
よ
む
べ
し

照
月
さ
へ
も
盈
昃
し
け
り
、
さ
れ
ば

ノ人
身
の

無
常

ツ
ネ
ナ
キ

は
道
理
ぞ
、
と
あ
き
ら
め
た
る
な
り
」
と
し
て
、
例
歌

（4160

）
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
・
検
討
し
た
す
え
に
拒
否
し

た
。
ま
た
、
シ
テ
ヲ
と
訓
じ
た
略
解
・
佐
佐
木
信
綱
『
萬
葉
集
評

釋
』
の
よ
う
に
、「
満
ち
た
り
缺
け
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
き

っ
て
解
釈
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
萬
葉
考
・
金
子
元
臣
『
萬
葉
集

評
釋
』
の
ス
ル
ヲ
の
訓
に
つ
い
て
も
、
萬
葉
考
が
「
月
は
み
ち
か
け

し
な
が
ら
も
常
に
て
よ
け
れ
ど
」
と
余
計
な
言
葉
を
加
え
た
の
は
、

そ
の
「
を
」
ゆ
え
で
あ
る
と
却
下
し
た
。
そ
し
て
、
⑬
〜
⑮
同
様
に

断
定
辞
「
ぞ
」
と
解
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
「
ミ
チ
カ
ケ
シ
テ
ゾ
」

と
訓
じ
、

そ
の
「
ぞ
」
は
係
詞
と
し
て
下
に
か
か
る
の
で
は
な
く
、
一
旦

切
れ
る
。
結
句
は
独
立
文
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
一
〇
五
の
や

う
な
連
体
止
で
余
情
を
含
め
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
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と
し
た
。
口
訳
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

泊
瀬
の
山
に
照
る
月
は
満
ち
た
り
缺
け
た
り
し
て
ゐ
る
が
、
そ

の
や
う
に
人
生
も
ま
た
無
常
で
あ
る
こ
と
よ
。

結
句
は
独
立
文
と
み
る
べ
き
だ
と
の
べ
た
の
に
、
口
訳
は
そ
う
な
っ

て
お
ら
ず
、
論
述
と
口
訳
が
矛
盾
し
て
い
る
。

さ
て
、
近
年
の
注
が
多
く
よ
っ
て
い
る
古
義
の
「
ミ
チ
カ
ケ
シ
ケ

リ
」
を
拒
否
し
た
澤
瀉
氏
の
論
拠
に
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
け
り
」
の
読
み
そ
え
は
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
に
は
あ
る

（2242

・2414

な
ど
）
が
、
ほ
か
に
は
「
所
沾
香
裳
」（1675

）
な
ど

僅
か
で
、「
け
り
」
の
読
み
そ
え
と
し
て
「
焉
」
を
用
い
た
例
は
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
け
り
」
は
仮
名
以
外
で
い
か

に
表
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
總
索
引
を
手
が
か
り
に
検
す
る

と
、「
に
け
り
」
を
含
む
用
例
数
は
、「
来
」
五
十
九
、「
来
有
」
三
、

「
来
理
」
一
、「
在
」
六
で
あ
る
。
稲
岡
耕
二
（1991

）
に
よ
る
と
、

人
麻
呂
歌
集
古
体
歌
に
は
澤
瀉
注
釋
が
あ
げ
た
ほ
か
に
読
み
そ
え
が

三
例
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
萬
葉
時
代
の
「
け
り
」
は
ま
だ

「
来
」
の
意
味
を
ひ
き
ず
る
概
念
語
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
こ
と
が
思
い
だ
さ
れ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
は
「
け

り
」
の
項
で
、「
語
源
的
に
は

キ来
‐
ア
リ
の
縮
約
形
の
ケ
リ
と
同
じ

も
の
で
、
両
者
の
い
ず
れ
か
区
別
で
き
な
い
例
も
あ
る
。」
と
す
る
。

か
く
て
近
年
の
訓
「
ケ
リ
」
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

月
を
見
て
恋
し
い
人
を
偲
び
親
し
い
友
人
を
思
う
、
と
詠
ん
だ
歌

が
多
い
萬
葉
集
に
あ
っ
て
、
人
生
の
無
常
を
詠
む
歌
も
あ
る
。「
作

者
未
詳
」
と
さ
れ
た
「
悲
膳
部
王
歌
一
首
」
で
あ
る
。

世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
そ
こ
の
照
る
月
は
満
ち
缺

け
し
け
る

（442

）

あ
え
て
喋
々
す
る
ま
で
も
な
く
、
当
該
歌
に
通
う
心
情
の
詠
出
で
あ

る
。
初
二
句
に
よ
っ
て
無
常
の
観
念
を
の
べ
、
月
の
満
ち
缺
け
と
の

因
果
関
係
に
思
い
を
致
す
。
引
用
の
助
詞
を
含
ん
で
い
る
が
句
切
れ

は
な
く
、
歌
末
の
詠
嘆
ま
で
一
気
に
詠
ま
れ
た
形
で
あ
る
。

さ
て
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、
近
年
は
澤
瀉
注
釋
が
拒
否
し
た
訓
、

す
な
わ
ち
第
四
句
末
の
助
字
「
焉
」
に
隠
れ
た
訓
を
「
け
り
」
と
し

て
、
四
句
切
れ
に
す
る
解
が
多
い
こ
と
は
先
に
の
べ
た
。
今
度
は
そ

れ
ら
の
現
代
語
訳
を
い
く
つ
か
み
よ
う
。

泊
瀬
山
に
今
照
つ
て
ゐ
る
月
は
、
満
ち
缺
け
を
し
た
こ
と
で
あ

つ
た
。
人
間
に
は
永
遠
性
の
な
い
こ
と
だ
。

（
窪
田
空
穂
『
萬
葉
集
評
釋
』）

（
こ
も
り
く
の
）
泊
瀬
の
山
に

照
る
月
は

満
ち
欠
け
す
る

こ
と
だ

人
の
は
か
な
さ
よ

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

こ
れ
を
よ
む
と
、
月
を
詠
ん
だ
四
句
と
人
生
の
無
常
を
詠
ん
だ
結
句
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が
分
裂
し
、
木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
う
に
そ
れ
を
結
び
つ
け
た
感
じ
で
、

詠
み
手
の
感
動
が
さ
っ
ぱ
り
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

作
者
は
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
と
き
初
め
て
月
の
満
ち
缺
け
を
し
っ

た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
歌
の
主
題
は
人
生
の
無
常
で
あ
り
、

無
常
に
対
す
る
嘆
き
で
あ
る
。
月
の
満
ち
缺
け
と
人
生
の
無
常
を
結

び
つ
け
た
こ
と
が
詠
歌
の
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
嘆
き
が
わ
ず
か
七
音

で
詠
ま
れ
て
上
の
四
句
と
き
れ
て
い
る
。
そ
の
結
句
の
軽
さ
が
問
題

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四

当
該
歌
の
よ
う
に
、
第
四
句
で
切
れ
て
歌
末
に
深
い
詠
嘆
を
表
出

し
た
ど
ん
な
歌
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
萬
葉
歌
に
そ
れ
を
思
い
だ
そ
う

と
し
た
が
、
わ
た
し
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
や
む
な
く
巻
第
一
の
冒

頭
か
ら
巻
第
五
ま
で
走
り
よ
み
し
て
え
た
い
く
つ
か
を
あ
げ
よ
う
。

以
下
の
引
用
で
は
句
切
れ
箇
所
に
読
点
を
お
く
。

河
の
へ
の
ゆ
つ
岩
群
に
草
む
さ
ず
常
に
も
が
も
な
、

と
こ
を
と
め

常
娘
子
に

て

（22

）

巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
つ
つ
偲
は
な
、
巨
勢
の

春
野
を

（54

）

秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
る
片
寄
り
に
君
に
寄
り
な
な
、
こ

ち
た

言
痛

く
あ
り
と
も

（114

）

家
に
来
て
我
が
屋
を
見
れ
ば
玉
床
の

ほ
か外
に
向
き
け
り
、
妹
が
こ
ま木

く
ら枕

（216

）

し
き
た
へ
の
枕
ゆ

く
く潜
る
な
み
た
涙
に
そ
浮
き
寝
を
し
け
る
、
恋
の
繁
き

に

（507

）

右
の
五
首
は
確
か
に
四
句
切
れ
で
あ
る
が
、
結
句
は
、
詠
み
手
の
状

態
、
動
作
の
対
象
語
、
主
格
語
、
原
因
な
ど
、
先
行
表
現
の
補
な
い

と
し
て
加
え
ら
れ
た
、
い
わ
ば
倒
置
表
現
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
ほ
か
に
は
、
第
四
句
と
結
句
が
並
立
の
関
係
の
歌
、
結
句
が

引
用
句
で
あ
る
歌
も
あ
る
。

君
が
行
き

け日
長
く
な
り
ぬ
山
尋
ね
迎
へ
か
行
か
む
、
待
ち
に
か

待
た
む

（85

）

あ
さ
り
す
る

あ

ま
漁
夫
の
子
ど
も
と
人
は
言
へ
ど
見
る
に
知
ら
え
ぬ
、

う
ま
ひ
と
の
子
と

（853

）

歌
の
構
造
は
こ
の
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
次
の
一
首
は
少
し

異
な
る
。

し
き
た
へ
の
袖
か
へ
し
君
玉
垂
れ
の
越
智
野
過
ぎ
行
く
、
ま
た

も
逢
は
め
や
も

（195

人
麻
呂
）

古
典
大
系
の
大
意
は
「
敷

の
袖
を
か
わ
し
て
共
に
寝
た
皇
子
は
越
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野
を
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
ま
た
も
逢
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

あ
り
は
し
な
い
の
だ
。」
と
あ
る
。
結
句
の
反
語
を
訳
出
し
て
あ
る

が
、
直
訳
に
近
く
、
こ
れ
で
過
不
足
は
な
い
と
い
え
る
。
第
四
句
に

詠
嘆
を
こ
め
た
表
現
が
な
い
の
で
、
歌
が
分
裂
し
た
印
象
を
与
え
ず
、

結
句
は
充
分
に
詠
み
手
の
思
い
を
言
語
化
し
え
た
の
で
あ
る
。

前
節
末
に
記
し
た
、
解
釈
の
不
満
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。
訓
と

現
代
語
訳
を
前
節
に
引
い
た
新
編
全
集
に
は
、
そ
れ
に
ふ
れ
る
こ
と

に
な
る
記
述
が
み
え
る
。
結
句
に
関
す
る
左
記
の
頭
注
で
あ
る
。

人
の
常
な
き
―
―
連
体
止
め
。
あ
る
い
は
こ
の
上
に
「
う
べ
そ

（
道
理
で
）」
の
よ
う
な
語
句
が
省
か
れ
た
よ
う
な
続
き
方
か
。

こ
の
方
向
で
歌
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

「
う
べ
そ
」
が
省
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
焉
」
に
含
意
さ

れ
る
の
だ
と
。
当
該
歌
の
感
動
は
結
句
に
存
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ

を
第
四
句
で
解
き
は
な
た
ず
、
お
わ
り
ま
で
維
持
す
べ
き
な
の
で
あ

る
。右

の
解
釈
に
は
、
当
該
歌
の
構
造
を
、【
条
件
節
＋
係
助
詞
〜
連

体
形
止
め
】
と
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
そ
／
ぞ
」
に
よ

る
こ
の
構
造
の
萬
葉
歌
を
あ
げ
、
条
件
節
に
傍
線
を
施
す
。

朝
髪
の
思
ひ
乱
れ
て
か
く
ば
か
り

な

ね
名
姉
が
恋
ふ
れ
そ
夢
に
見
え

け
る

（724

）

我
が
待
ち
し
秋
は
来
た
り
ぬ
妹
と
あ
れ我
と
何
事
あ
れ
そ
紐
解
か
ず

あ
ら
む

（2036

）

時
々
の
花
は
咲
け
ど
も
何
す
れ
ぞ
母
と
ふ
花
の
咲
き
出
来
ず
け

む

（4323

）

研
究
者
に
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
古
代
和
歌
に
は
「
已
然
形
で
言
い

放
つ
法
」
と
よ
ば
れ
る
語
法
が
あ
っ
た
。
特
に
順
態
接
続
の
確
定
条

件
表
現
で
、
已
然
形
に
じ
か
に
係
助
詞
が
つ
い
て
接
続
助
詞
「
ば
」

を
要
し
な
い
例
は
多
い
。
右
の
第
一
例
に
つ
い
て
い
う
と
、
こ
れ
で

「
名
姉
が
恋
ふ
れ
ば
そ
」
の
意
味
が
み
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
該
歌
の
第
四
句
「
盈
昃
爲
焉
」
を
、
ミ
チ
カ
ケ
シ
テ
ソ
と
訓
じ

て
も
、
ミ
チ
カ
ケ
シ
ケ
リ
と
訓
じ
て
も
的
確
な
理
解
に
到
達
し
な
い

こ
と
を
わ
た
し
は
縷
々
の
べ
て
き
た
。
こ
の
隘
路
か
ら
ぬ
け
だ
す
に

は
、「
已
然
形
で
言
い
放
つ
法
」
に
よ
り
、
当
該
歌
を
【
条
件
節
＋

係
助
詞
〜
連
体
形
止
め
】
構
造
で
捉
え
る
ほ
か
に
な
い
、
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
当
然
、
卑
案
の
訓
は
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
に
照
る
月
は
満
ち
缺
け
す
れ
そ
人
の
常

な
き
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五

前
掲
の
訓
を
え
た
の
は
、
新
大
系
の
校
注
に
携
わ
っ
た
七
年
前
の

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
五
人
の
討
議
の
席
で
は
強
く
主
張
し
え
な
か

っ
た
。
一
つ
の
難
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

現
代
日
本
語
に
お
い
て
、
条
件
節
の
主
格
に
つ
く
助
詞
は
、
順
接

と
逆
接
で
異
な
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
作
例
し
て
み
る
と
、

次
の
四
文
は
い
ず
れ
も
自
然
な
日
本
語
だ
と
い
え
よ
う
。

嫁
が
よ
く
し
て
く
れ
た
の
で
、
旅
行
券
を
贈
り
ま
し
た
。

石
油
価
格
が
高
騰
し
た
か
ら
、
景
気
が
減
速
し
た
の
で
す
。

嫁
は
よ
く
し
て
く
れ
た
が
、
旅
行
券
を
贈
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

石
油
価
格
は
高
騰
し
た
け
れ
ど
、
好
景
気
が
続
い
て
い
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
助
詞
に
つ
い
て
、
萬
葉
歌
の
解
釈
文
法
の
説
明
に
ゆ
れ

は
な
か
っ
た
し
、
現
在
の
構
文
論
で
も
、
順
態
条
件
節
は
独
立
性
が

弱
い
の
で
主
格
に
は
「
の
／
が
」
が
用
い
ら
れ
や
す
く
、
逆
態
条
件

節
は
独
立
性
が
強
い
の
で
主
格
に
は
「
は
」
が
用
い
ら
れ
や
す
い
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。

訓
に
つ
い
て
議
論
の
あ
っ
た
歌
で
そ
れ
を
み
よ
う
。

冬
過
ぎ
て
暖
来
者
年
月
は
新
た
な
れ
ど
も
人
は
古
り
ゆ
く

（1884

）

第
二
句
「
暖
」
へ
の
読
み
そ
え
が
古
写
本
で
ノ
と
シ
に
わ
か
れ
、
近

代
の
注
釈
家
も
同
様
で
あ
っ
た
。
澤
瀉
注
釋
は
こ
の
句
を
「
は
る
の

き
た
れ
ば
」
と
訓
じ
、
そ
の
根
拠
を
「
副
詞
句
で
�
バ
�
の
受
け
る

場
合
は
、�
ノ
��
ガ
�
を
用
ゐ
る
例
で
あ
る
。」
と
説
明
し
た
。
こ

こ
に
い
う
「
副
詞
句
」
は
順
態
条
件
節
の
意
で
あ
る
。
同
じ
術
語
は

佐
伯
梅
友
（1938

）
も
用
い
て
お
り
、
副
詞
句
に
お
い
て
「
ば
」
の

う
け
る
場
合
の
用
例
と
し
て
次
の
歌
を
あ
げ
た
。

高
光
る
わ
が
日
の
皇
子
の
い
ま
し
せ
ば
島
の
御
門
は
荒
れ
ざ
ら

ま
し
を

（173

）

家
に
あ
り
て
母
が
取
り
見
ば
慰
む
る
心
は
あ
ら
ま
し
死
な
ば
死

ぬ
と
も

（889

）

山
の
峡
そ
こ
と
も
見
え
ず
一
昨
日
も
昨
日
も
今
日
も
雪
の
降
れ

れ
ば

（3924

）

こ
こ
の
論
点
は
、
じ
つ
は
工
藤
の
前
稿
（2006

）
の
そ
れ
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
従
属
節
の
格
助
詞
「
が
」
の
勢
力
が

主
節
に
は
及
ば
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
右
に
は
、
条
件
節
の
主
格
表

示
に
「
が
／
の
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
み
た
。
前
稿
と
本
稿
と
は
、

一
つ
の
現
象
を
裏
か
ら
み
る
と
表
か
ら
み
る
と
の
差
に
す
ぎ
な
い
と

い
え
よ
う
か
。
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卑
案
「
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
に
照
る
月
は
満
ち
缺
け
す
れ
そ
人

の
常
な
き
」
で
は
、
第
四
句
ま
で
が
順
態
条
件
節
で
あ
る
。
だ
が
、

条
件
節
の
主
格
句
「
照
る
月
」
が
係
助
詞
「
は
」
を
と
っ
て
お
り
、

右
に
み
た
傾
向
に
あ
わ
な
い
。
こ
れ
が
難
点
で
あ
る
こ
と
は
、
澤

瀉
・
佐
伯
氏
の
論
に
よ
る
ま
で
も
な
い
。「
照
る
月
の
」
が
望
ま
し

い
の
だ
が
、
原
文
「
照
月
者
」
に
異
文
は
な
い
。

か
つ
て
こ
の
問
題
に
接
近
し
て
い
た
ら
し
い
井
上
通
泰
『
萬
葉
集

新
考
』
の
説
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
旧
訓
の
ミ
チ
カ
ケ
シ
テ
ゾ
を
と

っ
て
順
態
条
件
節
に
よ
み
、
次
の
よ
う
に
と
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
句
の
者
は
誤
字
に
て
テ
ル
月
ノ
な
ら
む
。
上
三
句
は
序
な

り
。
即
テ
ル
月
ノ
如
ク
盈
缺
シ
テ
と
い
へ
る
な
り
。

得
意
の
誤
字
説
で
あ
る
。
四
五
句
を
一
続
き
に
解
す
る
の
は
か
え
っ

て
誤
り
だ
、
と
澤
瀉
注
釋
は
退
け
た
。
上
三
句
を
序
と
す
る
解
に
は

賛
同
で
き
な
い
が
、
誤
字
説
に
よ
っ
て
で
も
「
照
る
月
の
」
と
訓
ず

る
主
張
は
問
題
の
本
質
を
つ
い
て
い
た
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

こ
れ
は
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
。
佐
伯
氏
は
先
の
記
述
の
あ
と
で
、

「
例
外
の
多
い
言
語
現
象
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
ゝ
に
も
例
外
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
数
は
極
め
て
少
な
い
。」
と
し
て
、
若
干
の

例
外
を
萬
葉
集
と
他
の
奈
良
時
代
文
献
か
ら
拾
っ
て
い
る
。
萬
葉
歌

か
ら
三
例
を
ひ
く
。

…
し
ば
し
ば
も

見
さ
け
む
山
を

情
な
く

雲
の

隠
さ
ふ

べ
し
や

（17

）

…
時
な
ら
ず

過
ぎ
に
し
子
等
が

朝
露
の
如

夕
霧
の
如

（217

）

…
百
鳥
の

来
居
て
鳴
く
声

春
さ
れ
ば

聞
き
の
か
な
し
も

い
づ
れ
を
か

分
き
て
し
の
は
む
…

（4089

）

右
は
い
ず
れ
も
「
が
／
の
」
を
と
る
理
由
の
説
明
が
難
し
い
も
の
で

あ
る
。
佐
伯
氏
は
さ
ら
に
、
音
数
律
の
制
約
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず

助
詞
を
と
ら
な
い
場
合
も
あ
る
、
と
し
て
次
の
歌
を
あ
げ
た
。

竹
敷
の

う
ら
ま
浦
廻
の
も
み
ぢ
わ
れ
行
き
て
帰
り
来
る
ま
で
散
り
こ
す

な
ゆ
め

（3702

）

「
わ
が
行
き
て
」
が
可
能
な
の
に
そ
う
し
て
い
な
い
、
逆
の
例
外
だ

と
し
た
の
で
あ
る
。

森
重
敏
（1949

）
も
萬
葉
歌
と
古
語
拾
遺
か
ら
十
例
ほ
ど
を
あ
げ

て
論
じ
た
。
そ
の
一
つ
、
佐
伯
氏
の
第
一
例
に
つ
い
て
の
論
拠
を
簡

潔
に
要
約
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
言
で
い
う
と
、
複
雑
に
こ
み

あ
げ
る
感
動
の
表
出
が
文
法
の
制
約
を
こ
え
た
結
果
だ
、
と
い
え
る

だ
ろ
う
か
。

木
下
正
俊
（1965

）
は
、
よ
め
な
い
、
ま
た
は
難
解
な
萬
葉
歌
四

十
七
首
を
多
方
面
か
ら
検
討
し
た
。
そ
の
中
の
二
首
に
注
目
す
る
。
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大
伴
の
高
師
の
浜
の
松
が
根
を
ま
く
ら

ぬ

枕
き
寝
れ
ど
家
し
偲
は
ゆ（66

）

こ
の
歌
で
、「
枕
き
寝
」
と
「
家
し
偲
は
ゆ
」
を
逆
接
助
詞
「
ど
」

で
繋
ぐ
こ
と
は
不
審
で
、
む
し
ろ
「
ば
」
と
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

諸
説
の
う
ち
、
金
子
評
釋
の
「
面
白
い
浜
の
松
が
根
を
枕
に
し
て
寝

る
や
う
な
楽
し
い
筈
の
旅
で
あ
る
け
れ
ど
」
の
、「
ど
」
の
解
釈
に

忠
実
な
点
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
省
略
を
想
定
し
た
解
釈
で
あ
る
。

も
う
一
首
は
大
伴
家
持
が
婚
約
者
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。

な
で
し
こ
が
そ
の
花
に
も
が
朝
な
朝
な
手
に
取
り
持
ち
て

こ
ひ
ぬ
不
恋

ひ

な
け
む

日
将
無

（408

）

第
二
句
の
「
に
も
が
」
は
希
求
を
表
わ
し
、
〜
で
あ
っ
て
ほ
し
い
の

意
で
あ
る
。
結
句
の
動
詞
「
恋
ふ
」
は
、
本
来
眼
前
に
な
い
も
の
を

慕
う
意
な
の
で
、
古
典
大
系
が
「
め
で
る
」
と
い
う
訳
を
与
え
た
の

は
ゆ
き
す
ぎ
で
は
な
い
か
。
家
持
は
「
恋
ふ
る
日
無
け
む
」
と
い
う

べ
き
を
、
恋
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
あ
ま
り
に
、「
恋
ひ
ぬ
日
無

け
む
」
と
誤
っ
た
の
だ
と
思
う
と
し
て
、「
人
言
の
繁
き
こ
の
こ
ろ

玉
な
ら
ば
手
に
巻
き
持
ち
て
恋
ひ
ざ
ら
ま
し
を
」（436

）
な
ど
は
そ

の
推
測
の
傍
証
に
な
る
と
し
て
い
る
。
先
の
歌
は
家
持
の
言
い
損
な

い
だ
が
、「
不
恋
日
」
は
「
不
」
字
が
紛
れ
こ
ん
だ
も
の
と
解
す
る

こ
と
は
か
え
っ
て
正
し
く
あ
る
ま
い
、
と
結
ん
で
い
る
。

結
局
、
詠
み
手
の
思
い
が
先
走
る
あ
ま
り
、
文
法
を
ふ
み
は
ず
す

こ
と
が
あ
る
。
佐
伯
、
森
重
、
木
下
氏
は
そ
う
い
う
の
で
あ
る
。
卑

見
も
、
一
概
に
文
法
の
破
格
と
し
て
処
理
せ
ず
、
詠
み
手
の
心
情
と

そ
の
表
出
の
意
欲
を
く
も
う
と
す
る
た
ち
ば
か
ら
、
次
の
結
論
に
到

達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
泊
瀬
山
を
照
ら
す
月
は
作
者
の
日
ご
ろ
み
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
あ
る
日
あ
る
時
の
月
を

詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
主
格
の
「
の
」
を
も
っ
て
せ
ず
、

一
般
的
な
命
題
を
呈
示
す
る
助
詞
「
は
」
を
用
い
た
。
月
と
い
う
も

の
は
、
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
句
で
人
の
命
の
無
常
を
詠
む
た

め
の
、
対
比
の
「
は
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
該
歌
に
酷
似
す
る
問
題
を
含
む
も
う
一
首
の
歌
が
あ
る
。

か
は
す
河
渚
に
も
雪
は
降
れ
れ
し
宮
の
内
に
千
鳥
鳴
く
ら
し
居
む
と
こ

ろ
無
み

（4288

）

第
二
句
の
原
文
は
「
雪
波
布
礼
ゝ
之
」。「
り
」
の
已
然
形
で
言
い
放

つ
法
の
唯
一
例
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
強
意
の
副
助
詞

「
し
」
の
承
接
し
た
唯
一
例
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、

や

し

也
↓
之
の
誤
写

か
と
す
る
古
典
大
系
の
説
も
出
た
。
そ
の
蓋
然
性
は
否
定
し
き
れ
な

い
が
、
こ
の
「
し
」
は
第
四
句
末
の
「
ら
し
」
と
呼
応
し
て
も
い
る

の
で
、
こ
の
形
で
解
釈
し
た
い
。

こ
の
歌
に
関
す
る
最
も
詳
し
い
記
述
は
新
編
全
集
に
あ
る
。「
名
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姉
が
恋
ふ
れ
そ
」（724

）「
降
る
雪
の
千
重
に
積
め
こ
そ
」（4234

）

を
あ
げ
て
、
こ
の
歌
は
条
件
節
の
主
格
が
助
詞
「
の
／
が
」
を
と
る

原
則
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
内
容
的
に
二
句
切
に

近
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
か
。」
と
結
ん
だ
。

天
平
勝
宝
五
年
正
月
十
一
日
、
奈
良
の
都
に
大
雪
が
ふ
っ
て
翌
日

も
続
い
た
。
こ
の
歌
は
「
十
二
日
侍
於
内
裏
聞
千
鳥
喧
作
歌
一
首
」

の
題
詞
を
も
つ
大
伴
家
持
の
作
で
あ
る
。
他
者
の
歌
は
収
め
て
い
な

い
が
、
題
詞
か
ら
推
測
す
る
と
、
ほ
か
の
人
の
作
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
と
ま
れ
、
そ
の
席
で
詠
ま
れ
る
べ
き
は
雪
に
き
ま
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
主
題
に
し
て
「
雪
は
、
河
渚
に
も
降
れ
れ
し
宮
の
内
に

…
」
と
詠
む
べ
き
と
こ
ろ
、
音
数
律
の
つ
ご
う
で
初
二
句
の
順
序
を

い
れ
か
え
て
こ
の
形
に
詠
ん
だ
の
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

確
か
に
条
件
節
の
助
詞
の
あ
り
か
た
か
ら
そ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の

よ
う
な
背
景
を
く
み
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

な
お
当
該
歌
で
は
、
主
節
で
あ
る
結
句
の
主
格
が
「
は
」
な
ら
ぬ

「
の
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
四
句
の
係
助
詞
「
そ
」
に
よ

っ
て
述
語
が
連
体
形
で
結
ぶ
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
実
例
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
一
般
的
な
命
題
を
詠
み
な
が
ら
、
係

助
詞
「
そ
」
が
先
行
し
、
主
格
が
助
詞
「
の
」
を
と
っ
た
次
の
歌
の

初
二
句
が
参
考
に
な
る
。

か
く
し
て
そ

ひ
と
の
し
ぬ
と
い
ふ

人
之
死
云
藤
波
の
た
だ
一
目
の
み
見
し
人
ゆ
ゑ
に

（3075

）

新
大
系
の
大
意
は
「
こ
ん
な
風
に
し
て
人
は
死
ぬ
と
言
い
ま
す
。
藤

波
の
よ
う
な
、
た
だ
一
目
だ
け
見
た
人
の
た
め
に
。」
と
あ
る
。
第

四
節
に
あ
げ
た
「
時
々
の
花
は
咲
け
ど
も
何
す
れ
ぞ
母
と
ふ
花
の
咲

き
出
来
ず
け
む
」
で
は
、
対
比
よ
り
も
係
り
結
び
の
力
が
強
く
は
た

ら
い
て
「
花
は
」
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
歌
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
作
者
は
人
生
の
無
常
と
月
の
満
ち

缺
け
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。
そ
こ
で
四
句
ま
で
を
順

態
条
件
に
構
成
し
、
帰
結
を
結
句
に
す
え
る
こ
と
で
一
首
の
歌
を
完

成
さ
せ
た
。
卑
見
に
よ
っ
て
当
該
歌
を
現
代
語
に
移
す
と
次
の
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
か
。「
こ
も
り
く
の
泊
瀬
山
に
照
る
月
は
満
ち
缺
け

す
る
も
の
だ
か
ら
人
の
命
は
無
常
な
の
だ
。」

お
わ
り
に

萬
葉
歌
「
隱
口
乃
泊
瀬
之
山
丹
照
月
者
盈
昃
爲
焉
人
之
常
無
」
の

第
四
句
は
さ
ま
ざ
ま
に
訓
ぜ
ら
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
訓
に
も
歌

と
し
て
不
自
然
な
点
が
残
る
。
そ
れ
は
第
四
句
末
の
「
焉
」
の
訓
に

関
わ
る
と
わ
た
し
は
考
え
た
。
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本
稿
で
は
、
初
め
に
萬
葉
歌
に
用
い
ら
れ
た
漢
文
の
助
字
全
体
を

見
わ
た
し
て
「
焉
」
に
及
び
、
こ
れ
が
「
け
り
」
の
訓
を
負
え
な
い

こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
、「
已
然
形
で
言
い
放
つ
法
」
と
い
う
古

代
和
歌
の
語
法
に
よ
っ
て
、
已
然
形
を
う
け
て
係
助
詞
「
そ
」
を
担

う
助
字
と
訓
ず
る
こ
と
、
第
四
句
ま
で
を
順
態
条
件
節
と
解
す
べ
き

こ
と
、「
照
る
月
は
」
を
文
法
の
破
格
と
し
て
は
処
理
せ
ず
、
あ
え

て
か
か
る
表
現
を
な
し
た
詠
歌
の
状
況
に
配
慮
す
べ
き
こ
と
な
ど
を

論
じ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
歌
は
「
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
に
照
る
月

は
満
ち
缺
け
す
れ
そ
人
の
常
な
き
」
と
訓
ず
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
に
ひ
い
た
論
に
三
四
十
年
以
前
の
も
の
が
多
い
の
は
、
近
年

か
か
る
議
論
が
乏
し
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
萬
葉
歌
の
訓
詁
の
論

は
、
も
う
は
や
ら
な
い
、
全
く
の
少
数
派
に
属
す
る
営
み
で
あ
る
よ

う
だ
。
だ
が
わ
た
し
は
、
萬
葉
歌
の
確
か
な
よ
み
を
究
め
る
べ
く
愚

直
な
歩
み
を
続
け
よ
う
と
思
う
。
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献
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付
記
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本
稿
は
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格
助
詞
の
射
程
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―
の
ち
見
む
と
君
が
結
べ
る

―
―
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成
城
国
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』
廿
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﹈
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あ
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。

（
初
校
に
際
し
て
）
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