
一
こ
の
調
査
は
、
久
松
潜
一
「
中
世
文
学
に
お
け
る
古
代
的
基
準
ｌ
詩

①

歌
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
の
見
解
に
触
発
さ
れ
、
は
た
し
て
、
こ
の
論
文
の
見

解
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
て
染
よ
う
と
試
朶
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

久
松
論
文
に
よ
れ
ば
、
「
記
紀
と
万
葉
集
と
が
連
歌
に
お
い
て
は
よ
り
所
に

な
っ
て
ゐ
る
。
和
歌
の
流
れ
が
古
今
集
を
規
準
と
す
る
に
対
し
て
連
歌
は
記
紀

万
葉
集
を
規
準
と
し
て
ゐ
る
。
連
歌
は
そ
の
点
で
は
古
代
で
も
上
代
を
基
准
‐
と

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」
、
あ
る
い
は
「
連
歌
は
上
代
的
華
準
に
よ
り
な
が
ら
、

後
に
は
連
歌
和
歌
一
体
観
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
朝
的
基
準
を
も
よ
り
所

と
す
る
に
至
っ
て
ゐ
る
」
、
あ
る
い
は
「
古
代
的
基
準
の
二
の
系
列
は
時
に
対

立
し
、
時
に
調
和
し
て
中
世
文
学
を
形
成
せ
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」
、
あ
る

い
は
「
私
見
で
は
上
代
的
な
壮
美
と
王
朝
的
な
優
美
と
が
複
合
さ
れ
、
融
合
さ

れ
た
の
が
中
世
の
幽
玄
美
で
あ
る
と
恩
ふ
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
記
紀
万
葉
と
連
歌
と
の
関
係
を
重
く
見
、
そ
れ
に
王

朝
和
歌
と
の
関
係
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
連
歌
の
幽
玄
美
の
世
界
が
構
成
さ
れ
た

と
い
う
図
式
を
描
い
て
い
る
と
見
て
大
過
は
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
厳
密
に

い
え
ば
、
「
基
準
」
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
、
こ
の
久
松
論
文
で
は

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
・
わ
た
く
し
の
推
察
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
上
代
的

・
連
歌
と
万
葉
集
と
の
関
係

連
歌
と
万
葉
集
と
の
関
係

ｉ
万
葉
的
発
想
に
つ
い
て
の
調
査
Ｉ

降
且
■
■
日
下
何
Ｍ
Ｉ
ｑ
Ｔ
１
ｈ
利
Ⅲ
■
”
窟
口
□
》
ザ

基
準
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
〈
上
代
の
文
芸
、
い
わ
ば
記
紀
万
葉
の
文
芸

精
神
を
と
っ
て
も
っ
て
自
己
の
文
芸
の
精
神
と
す
る
、
そ
う
い
う
場
に
お
い
て

の
》
、
自
己
か
ら
眺
め
ら
れ
た
上
代
文
芸
精
神
の
あ
り
方
〉
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
調
査
で
は
久
松
論
文
の
上
代
的
基
準
の
な
か
で
万
葉
を
と
り

あ
げ
、
こ
れ
と
、
い
わ
ゆ
る
純
正
連
歌
、
と
く
に
、
二
条
良
基
よ
り
宗
祇
に
至

る
連
歌
と
の
関
係
に
範
囲
を
限
定
し
た
。
連
歌
を
こ
の
よ
う
に
し
ぼ
っ
た
の
は
、

こ
の
期
に
は
「
連
歌
和
歌
一
体
観
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
朝
的
基
準
を
も

よ
り
所
と
す
る
」
も
の
が
現
れ
た
も
の
の
、
な
お
連
歌
と
い
う
も
の
を
代
表
す

る
の
は
、
こ
の
期
の
そ
れ
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
、

ゞ
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
連
歌
の
本
質
か
ら
考
え
て
、
こ
の
期
の
連
歌
が

も
つ
と
も
連
歌
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
連
歌
の
本
質
は

む
し
ろ
短
連
歌
・
栗
本
衆
の
連
歌
・
民
衆
の
連
歌
・
近
世
の
俳
譜
連
歌
に
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
純
正
連
歌
は
連
歌
の
和
歌
的
偏
向
様
態
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
う
９
た
だ
し
、
こ
の
問
題
は
こ
こ
に
論
ず
る
こ
と
は
や
め
て
、
別
の

機
会
を
得
た
い
。
〃

二
連
歌
論
に
あ
ら
わ
れ
た
万
葉
に
対
す
る
関
心
に
つ
い
て
。

岡
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一

連
歌
論
を
通
覧
し
て
、
万
葉
に
語
り
及
ん
で
い
る
こ
と
の
多
い
の
は
良
基
と

宗
祇
と
で
あ
る
。
良
基
の
著
述
を
見
る
と
、
付
合
の
例
に
万
葉
を
と
り
出
し
た

②

り
、
寄
合
を
万
葉
に
と
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
古
語
に
つ
い
て
は
「
親

③

行
・
仙
覚
ガ
源
氏
・
万
葉
ノ
説
ヲ
モ
皆
可
用
也
」
と
万
葉
に
関
心
を
寄
せ
て
い

る
か
と
思
う
と
、
「
万
葉
ナ
ド
ヲ
多
ク
鎖
リ
集
メ
タ
レ
ド
モ
上
手
ト
ハ
云
ベ
カ

④

ラ
ズ
、
只
朝
タ
ノ
事
ヲ
珍
敷
ス
ル
ヲ
本
意
ト
ハ
云
：
ヘ
キ
’
一
ャ
」
な
ど
と
否
定
的

に
な
っ
て
も
い
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
「
筑
波
問
答
」
の
な
か
で
応
「
こ
の
比

は
万
葉
は
や
り
侍
り
、
ま
こ
と
に
歌
の
根
源
に
て
あ
れ
ば
、
よ
く
よ
く
御
覧
ず

べ
き
に
や
」
と
「
連
歌
稽
古
に
は
何
か
肝
要
の
物
に
て
侍
る
べ
き
」
と
い
う
問

に
対
し
て
答
え
て
い
る
か
と
思
う
と
、
「
初
心
の
ほ
ど
、
ゆ
め
ゆ
め
万
葉
以
下

の
古
き
事
を
好
翠
給
ふ
ぺ
か
ら
ず
」
と
一
方
で
は
否
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

後
者
の
方
に
は
「
初
心
の
ほ
ど
」
と
い
う
限
定
は
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

ま
た
「
十
問
最
秘
抄
」
に
は
「
い
か
に
万
葉
古
今
以
下
を
空
に
覚
え
た
る
共
連

歌
面
白
か
ら
す
は
只
隣
の
宝
を
か
ぞ
え
た
る
が
如
し
」
と
手
き
び
し
く
否
定
し

た
り
し
て
い
る
。
た
だ
良
基
の
著
述
に
は
特
定
の
人
に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の

も
あ
り
、
執
筆
の
動
機
や
年
次
も
違
う
の
で
あ
る
か
ら
叙
述
に
一
貫
性
が
な
い

の
を
敢
て
と
が
め
る
に
ぱ
あ
た
ら
ぬ
と
思
う
。
そ
れ
が
た
と
え
否
定
的
に
も
せ

よ
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
や
は
り
万
葉
へ
の
関
心
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、

事
実
、
「
こ
の
比
は
万
葉
は
や
り
侍
り
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
連
歌
界
が

万
葉
に
関
心
を
示
し
た
以
上
に
良
基
そ
の
人
は
特
に
万
葉
に
関
心
を
も
っ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
良
華
は
由
阿
を
ま
ね
い
た
万
葉
を
語
ら
せ
、
自
分
は
「
万
葉

⑤

詞
」
の
著
述
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
関
心
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
連

歌
に
お
け
る
限
界
は
「
詞
ヲ
広
ク
使
上
寄
合
ヲ
知
事
、
万
葉
一
ス
シ
カ
ズ
、
但
シ

常
一
一
好
ミ
用
レ
バ
、
連
歌
ノ
姿
モ
荒
ク
ナ
ル
也
、
殊
一
一
用
捨
シ
テ
簡
要
ノ
時
出

へ
Ｉ
〉
〃
・
’
串
・

妙
．

⑥

サ
ル
。
へ
シ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
詮
て
よ
い
。
そ
し
て
、
万
葉
は
特
に

寄
合
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
記
「
万
葉
詞
」
も
連
歌
に
お
け

る
寄
合
の
た
め
の
万
葉
研
究
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
万
葉
・
源
氏
、
代
々
ノ

⑦

袖
中
抄
ナ
ド
マ
デ
モ
昼
夜
一
一
沙
汰
ア
リ
テ
、
寄
合
ヲ
書
抜
タ
リ
シ
也
」
と
あ
る

よ
う
に
万
葉
の
寄
合
に
つ
い
て
は
種
を
研
究
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
実
際

③

に
出
す
と
き
も
「
源
氏
万
葉
の
寄
合
、
一
座
に
三
度
の
外
は
不
可
好
」
と
い
い
、

つ
づ
い
て
「
寄
合
の
珍
し
き
よ
り
は
心
の
珍
敷
こ
そ
面
白
、
当
座
も
閉
へ
侍
れ
」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
当
き
び
し
い
限
定
つ
き
で
へ
万
葉
の
寄
合
が
み
と
め
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
連
欣
諭
中
に
は
万
葉
が
単
独
で
語
ら
れ

て
い
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
源
氏
万
葉
と
な
ら
ん
だ
り
、
さ
ら
に
古
今
、
狭
衣
等

と
並
列
し
て
あ
げ
つ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
万

葉
は
特
立
し
て
連
歌
と
濃
厚
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

心
敬
に
な
る
と
「
八
雲
御
抄
に
も
、
稽
古
と
い
へ
ぱ
と
て
、
あ
な
が
ち
に
天

竺
も
る
こ
し
の
文
を
つ
く
せ
に
も
あ
ら
ず
。
万
葉
・
古
今
集
・
伊
勢
物
語
な
ど

の
う
ち
な
る
べ
し
。
：
…
方
葉
集
を
ぱ
、
此
の
比
の
か
た
つ
人
は
、
心
言
葉
こ

は
く
て
つ
や
つ
や
心
得
ぬ
物
と
て
、
も
て
出
で
ぬ
さ
ま
な
り
。
梨
壷
に
て
読
み

と
き
仮
名
に
な
し
侍
れ
ば
、
い
か
な
る
女
房
な
ど
も
、
も
て
あ
そ
ぶ
も
の
と
こ

⑨

そ
申
し
侍
れ
。
さ
ま
ざ
ま
の
言
葉
、
艶
な
る
歌
、
こ
よ
な
う
侍
る
と
い
へ
り
」

と
あ
る
が
、
彼
は
実
際
ど
こ
ま
で
万
葉
に
近
づ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
「
頓
阿
法
師
な
ど
も
懇
に
し
る
し
残
て
云
、
万
葉
、
三
代
集
は
聖
人
の
糟
粕

⑩

な
り
、
徒
に
心
を
尽
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
の
が
、
彼
ら
し
い
と
こ
ろ
で
は
な

か
ろ
う
か
。

宗
祇
に
な
る
と
、
「
吾
妻
問
答
」
に
よ
れ
ば
、
万
葉
以
下
八
代
集
、
そ
の
他

令
言
ｆ
ｒ
１
ｂ
０
ｔ
８
ｒ
８
ｐ
，
。
、
写
・
必
画

一



三
万
葉
的
な
る
も
の
を
実
作
に
ど
う
取
り
入
れ
た
か
。

こ
こ
で
は
菟
玖
波
集
・
新
撰
菟
玖
波
集
に
つ
い
て
、
万
葉
と
関
係
の
あ
る
句
、

お
よ
び
、
古
今
、
新
古
今
、
そ
の
他
の
歌
集
、
源
氏
物
語
、
伊
勢
物
語
と
関
係

あ
る
句
を
、
菟
玖
波
集
は
福
井
久
蔵
校
註
の
日
本
古
典
全
書
、
お
よ
び
伊
地
知

鉄
男
校
註
の
日
本
古
典
文
学
大
系
、
新
撰
菟
玖
波
集
は
お
な
じ
く
日
本
古
典
文

学
大
系
の
頭
注
に
よ
っ
て
拾
っ
て
ゑ
た
。
大
系
の
方
は
抄
で
あ
る
が
、
新
撰
菟

玖
波
集
な
ど
は
か
え
っ
て
そ
の
時
代
の
連
歌
が
く
っ
き
り
と
浮
ん
で
く
る
よ
う

で
も
あ
る
。
結
果
、
次
の
表
を
得
た
。

家
・
兵
の
集
は
皆
稽
古
に
よ
ろ
し
い
も
の
と
い
い
、
さ
ら
に
「
万
葉
は
世
あ
が
り

て
こ
は
ご
は
し
き
な
ど
申
す
人
、
口
惜
し
き
事
に
冊
、
其
は
只
万
葉
の
心
を
も

知
ら
ざ
る
故
也
」
と
万
葉
支
持
の
言
説
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
く
だ
く
だ
し
い
引
川
は
や
め
る
が
、
連
歌
論
の
中
に
見
出
さ
れ
る

万
葉
受
容
の
態
度
は
、
さ
き
に
良
基
の
と
こ
ろ
で
も
要
約
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
結
着
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
其
歌

の
面
影
う
か
ふ
は
い
か
に
も
お
も
し
ろ
し
、
い
つ
れ
に
も
世
に
あ
る
ほ
と
の
事
、

歌
に
て
も
古
事
に
て
も
、
叉
万
葉
伊
勢
物
か
た
り
源
氏
さ
衣
な
と
を
よ
く
よ
く

見
心
う
へ
し
、
さ
て
そ
れ
を
毎
点
と
り
出
す
事
は
承
く
る
し
、
見
く
る
し
と
て

⑪

し
ら
ぬ
は
無
下
也
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
純
正
連
歌
に
お
い
て
、
万
葉

は
代
灸
の
勅
撰
集
、
源
氏
狭
衣
等
の
物
語
と
同
列
に
あ
っ
た
と
は
い
え
る
。
耳

遠
な
る
も
の
、
こ
わ
ご
わ
し
い
も
の
と
し
て
避
け
る
と
い
う
傾
向
を
な
く
し
よ

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
実
作
に
お
い
て
、
万
葉
が
ど
う
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
の
が
、
次
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

連
歌
と
万
葉
集
と
の
関
係

A
÷

弧

－

こ
の
表
を
見
る
と
最
も
安
定
し
て
い
る
の
は
源
氏
、
つ
い
で
は
万
葉
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
百
韻
の
な
か
に
は
源
氏
は
か
な
ら
ず
あ
る

べ
き
だ
と
い
う
約
束
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
三
句
を
限
度
と
す
る
こ
と
は
、
さ

き
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
良
基
が
「
源
氏
万
葉
の
寄
合
、
一
座
に
三
度
の
外
は

不
可
好
」
と
説
い
て
い
る
。
万
葉
は
か
な
ら
ず
し
も
、
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
程

の
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
源
氏
に
準
じ
て
扱
わ
れ
た
こ
と
も
こ
の
良

基
の
説
で
わ
か
る
。
つ
ま
り
万
葉
は
源
氏
と
同
様
な
仕
方
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
百
哉
で
の
安
定
性
が
あ
っ
た
の
で
、
撰
集
を
つ
く
る

と
き
に
も
平
均
に
出
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
つ
い
で
古
今
が
安
定

し
て
い
る
こ
と
は
当
然
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
連
歌
は
和
歌
と
深
く
む
す
ば
れ
、

和
歌
の
中
枢
は
何
と
い
っ
て
も
古
今
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
撰
菟
玖
波
集

の
抄
に
至
っ
て
新
古
今
が
ぐ
っ
と
出
て
き
た
の
は
、
い
か
に
も
ま
ざ
ま
ざ
と
そ

の
時
代
の
連
歌
の
あ
り
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
「
竹
林
抄
」
の
七
人
、
そ
れ

に
撰
者
で
あ
る
宗
祇
、
そ
の
相
棒
の
兼
載
、
そ
れ
に
肖
柏
、
宗
長
を
え
ら
ん
だ

の
が
こ
の
抄
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
友
は
新
撰
菟
玖
波
集
の
最
主
要
作
家
で
あ

り
、
心
敬
、
宗
祇
を
は
じ
め
、
皆
新
古
今
へ
の
い
ち
じ
る
し
い
傾
斜
を
も
っ
た

｜
新
撰
菟
玖
波
集
抄

菟
玖
波
集
抄

菟
玖
波
集

古
今
一
新
古
今
一
他
歌
集

3.4％’2.8％’4.3％

4.5％’0.3％’1.4％

4.2％’2.9％’3.5％

源
氏
一
伊

1.4％’1.9％’1.4％

０
・
も
あ

0.9％’1.1％
勢
一
万
葉

0.7％'1.2％'0.8％篭



作
家
で
あ
っ
た
。

熊
野
千
句
第
一
の
百
韻
を
調
べ
、
大
体
そ
れ
ら
し
い
発
想
の
と
こ
ろ
で
拾
っ

て
み
る
と
、
古
今
３
例
、
新
古
今
６
例
、
源
氏
２
例
、
伊
勢
１
例
と
な
り
、
万

葉
は
、
ほ
ぼ
そ
れ
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
の
が
１
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
百
韻
で
目

立
っ
た
の
は
玉
葉
・
風
雅
的
発
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
別
に
考
え
ね
ば
な
る

ま
い
。

水
無
瀬
三
吟
百
韻
で
は
、
古
今
・
新
古
今
よ
り
も
、
そ
の
他
の
集
の
歌
に
よ

っ
た
例
が
多
か
っ
た
が
、
作
者
と
し
て
は
、
後
烏
羽
院
１
、
俊
成
２
、
定
家
２
、

行
尊
１
、
そ
れ
に
古
今
、
後
撰
よ
り
各
１
と
い
う
の
で
、
圧
倒
的
に
新
古
今
的

色
彩
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
万
葉
、
源
氏
は
な
か
っ
た
。

以
上
に
よ
づ
て
、
連
歌
作
品
中
の
万
葉
の
数
量
的
な
位
置
が
ほ
ぼ
わ
か
っ
た

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
度
概
括
的
に
い
え
ば
、
発
想
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し

て
ば
、
万
葉
は
古
今
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
古
今
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
。
連

歌
発
想
の
本
流
と
も
目
さ
れ
る
も
の
は
一
応
（
特
に
一
応
と
こ
と
わ
り
た
い
）

古
今
・
新
古
今
の
線
で
あ
っ
た
。
万
葉
集
は
そ
う
し
た
和
歌
の
線
と
い
う
よ
り

も
、
源
氏
と
相
な
ら
ん
で
特
殊
な
地
位
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
ゑ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
は
百
韻
に
変
化
を
与
え
る
と
と
も
に
、
反
面
安
定
を
も
与
え
る
役
目
を
果

じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
常
に
好
詮
用
」
い
る
も
の
で
も
、
「
毎
食
と
り
出

す
」
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
適
当
な
場
合
に
現
わ
れ
て
、
目
新
ら
し
さ
を
感
じ

さ
せ
、
ま
た
一
方
、
出
る
べ
き
も
の
が
出
た
と
い
う
安
堵
感
を
も
抱
か
せ
る
、

そ
う
い
っ
た
働
き
で
あ
っ
た
。
か
と
い
つ
て
古
今
・
新
古
今
が
毎
食
と
り
出
し

て
よ
い
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
や
は
り
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

連
歌
の
基
体
を
な
す
も
の
は
地
連
歌
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
地
連
歌
の
発
想

に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
地
連
歌
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、

』

ヨ

四

あ
ま
り
変
り
ぱ
え
も
し
な
い
発
想
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
連
歌
発
想
の
変

遷
を
歴
史
的
に
ふ
り
か
え
っ
て
桑
る
と
き
に
、
そ
れ
は
、
こ
れ
こ
そ
連
歌
的
発

想
だ
、
と
い
わ
れ
る
も
の
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
さ
て
お
き
、
こ
う
し
た
地
連
歌
の
な
ら
ぶ
な
か
に
ち
り
ば
め
ら
れ
る
名
句
、

そ
れ
に
万
葉
は
源
氏
と
と
も
に
重
要
な
位
樅
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

で
は
万
葉
は
実
際
に
ど
ん
な
か
た
ち
で
壷
場
し
た
か
。
寄
合
で
あ
る
。
一
、

二
を
挙
げ
て
承
よ
う
。

「
菟
玖
波
集
」
に
、

つ
象
て
ぞ
か
へ
る
や
ど
の
す
み
れ
を

花
見
て
は
一
夜
も
ぬ
く
き
山
里
に
頓
阿

赤
人
の
「
春
の
野
に
韮
摘
糸
に
と
来
し
我
ぞ
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
ね
に
け
る
」

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
前
句
「
す
承
れ
、
つ
む
」
に
．
夜
ぬ
る
」
を
つ
け
た
。

「
新
撰
菟
玖
波
集
」
に
、

た
び
に
し
あ
れ
ば
な
ぐ
さ
み
も
あ
り

あ
さ
け
も
る
し
づ
が
椎
の
は
た
く
を
み
て
宗
瑚

有
馬
皇
子
の
「
家
に
あ
れ
ば
笥
に
も
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛

る
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
「
た
び
に
し
あ
れ
ば
」
に
「
椎
の
は
・
・
…
．
も
る
」

を
つ
け
た
。
・

頓
阿
の
句
に
あ
っ
て
は
「
や
ど
の
す
ゑ
れ
」
、
「
山
里
一
と
場
か
転
換
さ
れ
て

い
る
し
、
宗
岡
の
句
に
あ
っ
て
は
「
な
ぐ
さ
ぷ
も
あ
り
」
を
生
か
す
た
め
に
、

椎
の
葉
を
、
朝
飯
を
こ
し
ら
え
る
た
め
に
焚
か
せ
て
い
る
。
と
も
に
原
歌
の
も

っ
て
い
る
味
わ
い
と
か
雰
囲
気
を
生
か
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
た
だ
有

名
な
歌
の
句
を
分
解
し
て
利
用
し
た
に
と
ど
ま
る
。
上
代
的
規
準
と
し
て
の
あ

り
方
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
芭
蕉
の
言
に
も
あ
る
、
古
人
の
求

ば

熊



め
た
る
と
こ
ろ
を
求
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
万
葉
な
ら
万
葉
に
肉
迫
す
る
気

概
は
前
記
の
連
歌
に
は
な
い
。
後
世
、
ア
ラ
ラ
ギ
の
土
田
耕
平
は
「
草
枕
旅
に

し
あ
れ
ば
母
の
日
を
火
鉢
な
が
ら
に
香
た
き
て
居
り
」
と
詠
ん
だ
。
し
か
し
な

が
ら
、
引
用
し
た
連
歌
の
こ
う
し
た
パ
ロ
デ
ィ
に
こ
そ
、
本
当
の
意
味
で
の
連

歌
的
な
も
の
が
あ
る
筈
な
の
だ
が
。、

、
、
、

次
に
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
ふ
ま
え
る
と
か
寄
合
と
か
い
っ
た
関
係
で
は
な

く
、
万
葉
の
語
句
が
ど
ん
な
ふ
う
に
連
歌
に
入
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

も
一
、
二
例
・
を
挙
げ
て
ふ
た
い
・

熊
野
千
句
第
一
に
、
「
た
く
火
に
旅
の
や
と
り
と
ふ
暮
」
と
い
う
句
が
あ
る
。

試
承
に
「
国
歌
大
観
」
を
見
る
と
、
「
た
ひ
の
や
と
り
に
」
は
万
葉
に
３
例
、

そ
の
う
ち
１
例
は
玉
葉
に
収
載
、
さ
ら
に
新
千
載
に
万
葉
時
代
の
長
歌
１
例
、

計
５
例
、
「
た
ひ
の
や
と
り
の
」
は
新
千
載
に
１
例
、
「
た
ひ
の
や
と
り
を
」

は
万
葉
に
１
例
、
風
雅
に
１
例
、
計
２
例
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る

い
は
偶
然
の
結
果
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
数
字
だ
け
を
見
る
と
、

万
葉
と
、
玉
葉
假
風
雅
・
新
千
載
と
、
熊
野
千
句
の
こ
の
句
と
は
非
常
に
近
い

関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
万
葉
が
、
こ
う
い
う
語
句
を
と
お

し
て
連
歌
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
万
葉
が
玉
葉
・
風
雅

・
新
千
載
を
と
お
し
て
連
歌
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
，
た

だ
ち
に
そ
う
い
う
結
論
を
出
す
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
う
い
う

点
も
さ
ら
に
調
査
を
す
す
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
・
の
で
あ
る
。

ま
た
「
真
砂
地
に
ふ
り
を
く
霜
の
消
や
ら
て
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
の
「
ふ

り
を
く
霜
」
に
あ
た
る
の
は
、
万
葉
集
巻
九
ご
瞳
「
前
玉
の
小
埼
の
地
に
鴨
そ

は
ね
ぎ
る
己
が
尾
に
零
置
流
霜
乎
掃
く
と
に
あ
ら
し
」
と
い
う
の
が
１
例
あ
る

の
象
。
万
葉
に
は
「
霜
置
く
」
”
も
、
「
霜
降
る
」
も
数
例
あ
り
、
「
霜
置
く
」

連
歌
と
万
葉
集
と
の
関
係
．

い
』

色

四
そ
れ
で
は
連
歌
と
万
葉
と
の
関
係
は
は
な
は
だ
薄
い
も
の
で
あ
る
か
。

連
歌
と
万
葉
と
が
、
本
質
に
ふ
か
く
か
か
わ
り
合
う
よ
う
な
触
れ
合
い
は
な
い

の
か
・

連
歌
の
表
現
は
、
和
歌
の
情
緒
纒
綿
と
迂
余
曲
折
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

は
な
は
だ
単
純
率
直
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
心
敬
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、

「
い
り
も
象
た
る
」
表
現
は
な
い
で
は
な
い
。
こ
の
い
り
も
ゑ
た
る
も
の
で
も
、

、
、
、

情
緒
纒
綿
で
は
な
く
て
、
か
り
つ
と
し
た
表
現
で
あ
る
。
含
ま
れ
て
い
る
意
味

は
難
解
に
過
ぎ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
現
そ
の
も
の
は
単
純
率
直
で
あ

五

２
例
、
「
霜
は
置
く
」
１
例
、
「
霜
の
置
く
」
１
例
、
計
４
例
、
「
霜
降
る
」

３
例
、
「
霜
は
降
る
」
２
例
、
「
霜
の
降
る
」
４
例
、
計
９
例
・
用
例
は
「
降

る
」
の
方
が
倍
以
上
に
な
る
が
、
と
も
に
多
数
の
例
で
は
な
い
か
ら
、
‐
た
だ
ち

に
「
降
る
」
の
優
位
を
考
え
る
の
は
早
急
に
す
ぎ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
霜
降

る
」
の
方
が
万
葉
ら
し
い
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か

く
、
熊
野
千
句
第
一
に
お
け
る
単
な
る
語
葉
の
上
で
の
関
係
を
二
つ
ば
か
り
取

り
出
し
て
み
た
が
、
こ
れ
と
て
も
特
に
上
代
的
規
準
を
云
々
す
る
に
は
遠
い
す

が
た
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
｝

た
し
か
に
万
葉
は
連
歌
に
入
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
（
南
北
朝

以
来
室
町
末
に
至
る
）
和
歌
の
世
界
に
も
同
様
に
万
葉
は
入
り
こ
ん
で
い
る
。

か
つ
て
金
槐
集
に
あ
っ
た
、
あ
あ
し
た
数
首
の
、
特
立
し
た
万
葉
調
的
存
在
で

は
な
く
し
て
、
も
つ
と
地
み
ち
に
万
葉
と
の
連
絡
は
保
た
れ
て
い
る
。
こ
の
場

合
で
も
、
和
歌
の
表
現
の
お
く
深
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
真
髄
が
触
れ
合
う
よ
う

な
か
か
わ
り
合
い
方
を
し
て
い
る
と
は
思
え
ぬ
。
連
歌
に
お
い
て
は
、
更
に
連

、
、
、
、
、

歌
的
に
い
な
さ
れ
た
か
た
ち
で
現
わ
れ
て
い
る
と
拳
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

酉



I 一一冨

古
今
の
四
勅
撰
集
を
も
と
と
し
、
〃
こ
れ
に
現
わ
れ
た
万
葉
関
係
の
歌
を
検
討
し
、

出
典
を
万
葉
集
に
求
め
た
も
の
と
古
今
六
帖
、
赤
人
集
、
柿
本
集
等
に
現
わ
れ

た
作
品
の
数
を
比
べ
、
次
の
よ
う
な
数
を
示
し
て
い
る
。
分
子
は
万
葉
、
分
母

は
万
葉
以
外
の
資
料
に
よ
る
歌
の
数
で
あ
る
。
新
古
今
“
弱
、
新
勅
撰
翠
一
妬
、

統
後
撰
９
弱
、
続
古
今
調
兎
・
そ
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
古

る
。
そ
れ
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
一
句
の
短
小
さ
で
あ
る
。
和
歌
が
五
句
、

三
十
一
文
字
に
わ
た
っ
て
詠
み
く
だ
す
の
に
対
し
て
、
連
歌
は
そ
の
半
分
の
十

七
字
、
あ
る
い
は
十
四
字
で
一
句
の
こ
と
わ
り
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
含
蓄
も

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
必
然
的
に
即
物
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
世
界
を
切
り

取
る
。
物
を
並
べ
る
、
取
り
あ
わ
せ
る
。
叙
述
を
抜
く
。
叙
述
表
現
の
可
能
性

の
あ
る
も
の
を
、
形
態
上
の
制
限
の
た
め
に
叙
述
し
て
い
る
ひ
ま
が
な
い
。
す

な
わ
ち
、
言
葉
足
ら
が
い
故
の
象
徴
的
表
現
と
な
る
。
写
実
的
具
象
的
表
現
が

極
度
に
集
約
化
単
純
化
さ
れ
た
が
故
の
象
徴
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
い
わ
ば
具
象
的
象
徴
表
現
と
で
も
い
お
う
か
。
こ
う
し
た
表
現
が
、
そ
の

写
実
的
・
具
象
的
な
と
い
う
面
で
、
万
葉
と
一
脈
相
つ
ら
な
る
こ
と
と
な
る
。

古
今
以
後
の
手
弱
女
ぶ
り
で
は
な
く
、
万
葉
的
益
良
夫
ぶ
り
に
通
ず
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
、
万
葉
な
ど
を
中
心
と
し
た
上
代
的
規
準
で
あ
ろ
う
か
。
様
相
は
似
て

い
て
も
、
連
歌
の
あ
り
方
か
ら
必
然
的
に
出
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
規
準
と

し
て
意
識
さ
れ
た
結
果
の
産
物
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
連
歌
と
万
葉
の
歌
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
種
々
の
角
度
か
ら
眺
め
て

き
た
が
、
そ
の
万
葉
と
い
う
の
が
は
た
し
て
ど
ん
な
万
葉
で
あ
っ
た
か
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
風
巻
承
次
郎
「
中
世
文
学
と
万
葉
集
」
（
万
葉

集
講
座
、
第
四
巻
）
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
精
し
い
調
査
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
調
査
は
、
定
家
の
撰
し
た
新
古
今
・
新
勅
撰
と
為
家
の
撰
し
た
続
後
撰
・
続

今

け

歌
を
ふ
ま
え
た
か
、
古
今
六
帖
以
下
の
歌
集
の
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
か
を
き
め
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
原
典
万
葉
集
の
承
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
と

い
う
よ
り
も
、
か
え
っ
て
古
今
六
帖
以
下
の
歌
集
に
あ
る
万
葉
の
歌
を
万
葉
の

歌
と
し
て
認
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
十
分
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
な
は
だ
勝
手
な
想
像
を
許
し
て
も
ら
う
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
理

今
六
帖
、
赤
人
集
、
柿
本
集
、
家
持
集
等
の
本
が
万
葉
集
と
同
資
格
の
資
料
と

し
て
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
」
、
「
万
葉
集
は
絶
対
視
さ
れ
て
は
い
な
か
っ

た
」
、
「
当
時
の
京
都
貴
紳
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
過
去
憧
慢
、
古
典
文
学
の
崇
敬

で
、
万
葉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
反
対
の
立
場
に
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
と
も
あ
れ
、
迎
歌
に
お
け
る
万
葉
の
資
料
は
何
で
あ
っ
た
か
。
し

ば
ら
く
菟
玖
波
集
の
万
葉
に
つ
い
て
検
討
し
て
朶
よ
う
。
菟
玖
波
集
に
お
け
る

万
葉
関
係
の
作
は
肥
例
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
２
例
は
、
一
つ
は
万
葉
的

事
項
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
赤
人
・
人
麿
を
扱
っ
た
も
の
だ
し
、
い
ま
一
つ

も
古
今
を
原
拠
と
し
て
い
る
と
み
た
方
が
よ
い
の
で
、
こ
の
２
例
を
は
ぶ
い
て
、

残
り
の
焔
例
を
見
る
と
、
原
拠
に
な
る
歌
が
、
古
今
六
帖
に
も
あ
る
の
が
７
例
、

続
古
今
に
も
あ
る
の
が
２
例
、
古
今
に
も
あ
る
の
が
２
例
、
拾
遺
に
も
あ
る
の

が
１
例
、
計
胆
例
は
、
万
葉
以
外
の
資
料
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

さ
き
に
例
に
出
し
た
「
春
の
野
に
菫
」
の
歌
は
古
今
六
帖
に
も
赤
人
集
に
も
見
・

え
る
．
ま
た
「
岩
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松
心
も
と
け
ず
古
思
へ
ぱ
」
の
歌

は
古
今
六
帖
に
も
拾
泄
集
に
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ま
は
古
今
六
帖
に
数

え
て
お
い
た
。
こ
う
し
た
和
歌
集
に
戦
っ
て
い
な
い
も
の
は
６
例
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
数
字
を
か
り
に
６
｜
皿
と
い
う
具
合
に
考
え
る
と
、
前
記
風
巻
調

査
の
う
ち
続
後
撰
、
続
古
今
の
線
と
は
な
は
だ
近
い
も
の
と
な
る
。
連
歌
の
場

合
、
歌
を
ふ
ま
え
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
原
典
万
葉
集
の

ざ



由
に
よ
っ
て
、
万
葉
寄
合
の
手
引
書
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

連
歌
に
あ
っ
て
は
万
葉
は
源
氏
と
同
じ
よ
う
な
扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ
と
。
当
時

一
般
の
連
歌
を
も
て
あ
そ
ぶ
人
為
に
と
っ
て
源
氏
は
そ
う
読
み
や
す
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
万
葉
は
よ
り
一
層
近
づ
き
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
。
宗
祗
の
「
吾
妻
問
答
」
に
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
こ
と
。

す
な
わ
ち
「
稽
古
に
は
い
づ
れ
の
抄
物
を
見
て
よ
く
侍
る
べ
く
候
競
。
答
え
て

云
は
く
、
此
の
事
何
と
申
し
が
た
し
。
愚
意
に
は
、
万
葉
よ
り
此
の
か
た
代
禽

の
勅
撰
、
其
の
外
家
灸
の
集
、
特
も
っ
て
稽
古
に
よ
ろ
し
く
侍
る
べ
し
。
さ
り

な
が
ら
、
人
に
よ
る
べ
く
候
。
拙
者
な
ど
は
、
何
と
な
く
世
上
の
器
物
に
て
侍

れ
ば
、
万
葉
以
下
八
代
集
・
源
氏
・
伊
勢
物
語
。
大
和
物
語
・
狭
衣
・
宇
津
保
・

竹
取
な
ど
や
う
の
物
を
も
集
め
て
、
自
然
不
審
の
事
侍
れ
ば
、
引
き
て
も
侍
る

也
。
如
此
申
し
候
へ
ぱ
と
て
、
人
の
た
め
に
も
我
が
た
め
に
も
、
其
の
徳
有
る

事
候
は
い
、
遺
恨
の
み
に
て
候
。
或
は
政
道
に
た
づ
さ
は
り
、
又
は
奉
公
に
隙

な
き
人
な
ど
は
、
い
か
で
か
事
広
く
稽
古
し
侍
ら
ん
。
但
三
代
集
・
千
載
・
新

古
今
・
名
所
の
抄
な
ど
は
、
是
非
と
も
に
眼
に
か
け
ら
れ
候
は
で
は
と
存
じ
候
。

さ
り
な
が
ら
、
老
学
の
人
、
小
児
な
ど
の
上
に
は
、
是
非
の
事
も
大
事
た
る
べ

き
に
や
。
し
か
ら
ん
人
は
、
古
今
・
新
古
今
・
名
所
集
等
ば
か
り
を
も
用
ひ
ら

る
べ
し
」
と
。
つ
ま
り
、
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
は
職
業
連
歌
師
だ
か
ら

こ
れ
こ
れ
の
書
物
を
読
み
、
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
が
、
世
事
に
忙
し
い
人

は
そ
ん
な
読
書
は
む
り
だ
か
ら
、
こ
れ
こ
れ
位
は
是
非
、
そ
れ
も
な
ら
ぬ
人
は

せ
め
て
は
こ
れ
だ
け
と
参
考
す
べ
き
書
物
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
万
葉
が
古
今
六
帖
で
す
ま
さ
れ
る
位
の
こ
と
は
十
分
想
像
さ
れ
る
。

な
お
源
氏
に
は
「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
‐
｜
と
い
う
よ
う
な
書
が
あ
っ
て
、
源

氏
巻
だ
に
も
と
づ
く
寄
合
を
示
し
た
り
、
梗
概
を
書
い
た
り
し
て
あ
る
。
そ

連
歌
と
万
葉
集
と
の
関
係

f

五
要
約

万
葉
集
と
連
歌
と
は
、
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
、
新
し
い
も
の
を
産
ゑ
出
す

ほ
ど
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
連
歌
の
な
か
に
万
葉
が

生
か
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
連
歌
が
新
し
く
展
開
を
と
げ
た
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
疑
問
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
連
歌
論
に
は
万
葉
は
た
び
た
び
か
え
り
み
ら
れ
て
い
る
。
と
は

い
え
、
そ
れ
は
限
定
づ
き
の
関
心
で
あ
り
、
古
今
・
源
氏
そ
の
他
の
歌
集
・
物

語
と
並
列
的
な
関
心
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
源
氏
な
象
の
関
心
で
あ
っ

た
。
だ
が
、
源
氏
な
象
と
い
う
こ
と
は
相
当
重
象
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
重
み

は
あ
る
が
本
質
と
か
か
わ
り
合
う
と
い
う
深
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
実
作
の
方
面
か
ら
も
同
様
に
立
証
し
得
る
。

た
だ
し
、
当
時
の
和
歌
を
と
お
し
て
、
あ
る
い
は
特
別
な
和
歌
的
趨
勢
を
と

お
し
て
、
か
り
に
そ
れ
が
万
葉
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
連
歌
に
も
万

葉
が
入
っ
て
き
た
、
相
当
な
ふ
か
み
に
お
い
て
入
っ
て
き
た
と
い
え
る
か
も
知

れ
な
い
。
ま
た
、
連
歌
の
も
つ
、
そ
の
形
態
よ
り
く
る
表
現
的
特
性
が
、
連
欣

上

こ
で
〈
万
葉
連
歌
寄
合
〉
と
か
、
何
と
か
い
っ
た
害
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

良
基
の
「
万
葉
詞
」
に
は
万
葉
寄
合
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

万
葉
寄
合
を
書
き
抜
い
て
い
た
こ
と
も
す
で
に
触
れ
た
．
〈
万
葉
集
連
歌
寄
合
〉

と
い
う
よ
う
な
一
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
さ
て
、
そ
う
い
う

も
の
が
あ
っ
て
、
手
軽
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
意
味
を
も
つ

か
・
上
代
的
規
準
説
の
根
拠
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
．
逆
に
、
深
く
は
か
か

、
、
、
、

わ
り
合
わ
ず
、
か
え
っ
て
、
連
歌
的
に
い
な
し
た
か
た
ち
の
、
浅
い
か
か
わ
り

合
い
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

■



ー一

が
芸
術
的
に
な
ろ
う
と
し
た
と
き
、
あ
る
特
別
な
写
実
的
傾
向
を
ひ
き
お
こ
す

こ
の
写
実
的
傾
向
を
万
葉
の
伏
流
が
表
面
に
出
た
と
い
い
得
る
か
ど
う
か
。
も

し
そ
う
い
う
こ
と
が
立
証
で
き
る
な
ら
、
こ
れ
は
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
・
と
に
つ
い
て
ば
、
い
ま
は
触
れ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
本
稿
に
お
け
る
調
査
の
範
囲
内
で
は
、
上
代
的
規
準
と
も
い
わ
る

べ
き
よ
う
な
か
か
わ
り
合
い
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
別
な
視

角
か
ら
、
別
な
視
野
を
展
望
し
た
と
き
に
、
ど
ん
な
結
論
が
で
き
る
か
、
そ
れ

は
お
の
ず
か
ら
別
の
こ
と
で
あ
る
。
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