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は
じ
め
に

白
川
静
に
は
、『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
の
著
書
『
初
期
万
葉
論
』・『
後
期
万
葉

論
』
二
冊
が
あ
る
。
白
川
は
中
国
古
代
文
学
・
文
字
学
・
文
化
学
の
研
究
を
専
門

と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
書
物
は
決
し
て
余
技
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

『
万
葉
集
』
は
白
川
に
と
っ
て
、
白
川
学
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
。

本
稿
は
そ
れ
を
白
川
の
生
い
立
ち
か
ら
た
ど
り
、
白
川
学
の
形
成
に
果
た
し
た

役
割
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

一　
『
万
葉
集
』
と
の
出
会
い

白
川
は
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
四
月
、
福
井
市
に
生
ま
れ
た
。
順
化
小

学
校
時
代
に
は
、
夏
休
み
の
早
起
会
で
生
家
か
ら
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
足
羽
山
山

麓
の
藤
島
神
社
ま
で
出
か
け
て
近
く
に
あ
る
橘
曙
覧
の
旧
跡
を
知
り
、
人
々
に
広

く
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
曙
覧
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い
た

と
い
う（

1
）。
曙
覧
は
幕
末
の
国
学
者
に
し
て
歌
人
、万
葉
調
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
。

こ
こ
に
白
川
の
、『
万
葉
集
』
と
の
最
初
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
大
阪

に
出
て
か
ら
交
流
を
続
け
て
き
た
故
郷
の
先
輩
佐
々
木
文
苑
の
詠
歌
に
も
曙
覧
の

万
葉
調
の
影
響
を
見
出
し
て
い
る（

2
）。
こ
の
よ
う
に
、
郷
里
の
福
井
に
は
当
時
、

曙
覧
の
歌
を
通
し
て
『
万
葉
集
』
を
身
近
に
感
じ
る
文
化
的
土
壌
が
存
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

白
川
は
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）、
中
学
の
教
師
と
な
る
こ
と
を
決
意
し
て
京

阪
商
業
学
校
に
編
入
学
し
た
。
白
川
は
そ
の
頃
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。当

時
の
私
に
は
、
東
洋
的
な
生
き
か
た
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
主
題
で

あ
っ
た
。
…
…
私
の
視
点
は
、
次
第
に
東
ア
ジ
ア
の
古
代
、
そ
の
古
典
古
代
と

も
い
う
べ
き
も
の
に
、
焦
点
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
『
詩
経
』

と
『
万
葉
集
』
と
が
あ
っ
た（

3
）。

こ
の
時
期
以
前
、
白
川
は
大
阪
に
出
て
働
い
た
広
瀬
徳
蔵
法
律
事
務
所
に
お
い

て
広
瀬
が
蔵
し
て
い
た
漢
詩
を
中
心
と
す
る
漢
籍
を
数
多
く
読
ん
だ
と
い
う
。
そ

の
読
書
遍
歴
の
な
か
で
、「『
詩
経
』
と
『
万
葉
集
』
と
の
、
ふ
し
ぎ
な
協
奏
が
、

私
の
中
で
生
ま
れ
は
じ
め
て
い
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
詩
経
』、
そ
し
て
『
万

白
川
学
と
『
万
葉
集
』

真　
　

下　
　
　
　
　

厚
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葉
集
』
へ
の
関
心
が
芽
生
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
思
想
的
に
明
確
に

自
覚
さ
れ
、
意
義
づ
け
ら
れ
た
の
が
先
の
京
阪
商
業
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

白
川
は
京
阪
商
業
卒
業
後
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

早
く
か
ら
『
詩
経
』
と
『
万
葉
』
と
を
第
一
段
階
の
読
書
目
標
と
し
て
い
た

の
で
、『
万
葉
』
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
わ
が
国
の
短
歌
史
的
概
観
を
得
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
昭
和
六
年
、
改
造
社
か
ら
出
た
『
短
歌
講
座
』
十
二
巻

を
求
め
、
一
通
り
読
ん
だ
。
万
葉
関
係
の
も
の
は
、
い
く
ら
か
念
を
入
れ
て
読

ん
だ
。
…
…
特
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
ア
ラ
ラ
ギ
が
唾
棄
し
て
や
ま
な
い
大

伴
家
持
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
新
鮮
な
抒
情
を
指
摘
さ
れ
た
小
泉
苳
三
氏
の
家

持
論
で
あ
っ
た（

4
）。

『
短
歌
講
座
』全
十
二
巻
は
改
造
社
か
ら
同
社
編
と
し
て
昭
和
六
年（
一
九
三
一
）

か
ら
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
。
各
巻
の
内
容
は
「
歌
史

歌
体
篇
」「
作
法
書
式
篇
」「
名
歌
鑑
賞
篇
」「
概
論
解
説
篇
」「
撰
集
講
義
篇
」「
家

集
講
話
篇
」「
歌
人
評
伝
篇
」「
女
流
歌
人
篇
」「
修
辞
文
法
篇
」「
特
殊
研
究
篇　

上
巻
」「
特
殊
研
究
篇　

下
巻
」「
現
代
結
社
篇
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
白
川
が

印
象
に
残
っ
た
と
い
う
小
泉
苳
三
の
大
伴
家
持
論
は
こ
の
第
七
巻「
歌
人
評
伝
篇
」

に
収
め
ら
れ
て
い
た
。

『
ア
ラ
ラ
ギ
』は
正
岡
子
規
門
下
の
歌
人
た
ち
が
創
始
し
た
短
歌
雑
誌『
馬
酔
木
』

の
後
を
承
け
て
発
刊
さ
れ
た
雑
誌
で
、
そ
の
結
社
に
属
し
た
歌
人
た
ち
の
グ
ル
ー

プ
を
ア
ラ
ラ
ギ
派
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
ア
ラ
ラ
ギ
派
は
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
誌
上
に

お
い
て
万
葉
歌
の
合
同
批
評
を
連
載
し
、
歌
人
た
ち
の
作
歌
の
道
し
る
べ
と
し
て

い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、『
ア
ラ
ラ
ギ
』
の
編
集
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
島
木

赤
彦
は
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
十
一
月
、
万
葉
歌
に
つ
い
て
の
評
論
・
研
究

と
し
て
『
萬
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
』
を
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
し
た
。
こ
の
書

に
お
い
て
、島
木
は
『
万
葉
集
』
の
歌
の
時
期
区
分
を
「
初
期
」「
中
期
」「
末
期
」

の
三
時
期
に
分
け
、
家
持
の
歌
は
最
後
の
「
末
期
」
に
入
れ
て
い
る
。
そ
の
批
評

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
平
十
五
年
秋
八
月
の
「
大
伴
宿
祢

家
持
秋
歌
三
首
」
の
う
ち
の
一
首
、

  

秋
の
野
に
咲
け
る
秋
萩
秋
風
に
な
び
け
る
上
に
秋
の
露
置
け
り
（
八
・

一
五
九
七
）

に
つ
い
て
、「
各
句
に
秋
と
い
ふ
文
字
を
疊
ん
で
歌
を
作
つ
て
見
た
に
過
ぎ
ぬ
も

の
で
あ
つ
て
、
秋
と
い
ふ
文
字
を
疊
ん
だ
た
め
に
、
何
等
秋
の
野
の
情
趣
を
現
す

と
い
ふ
こ
と
な
く
、
却
つ
て
、
文
字
の
上
の
遊
戯
感
が
目
立
つ
て
輕
薄
に
さ
へ
思

は
れ
る
。
歌
を
翫
弄
す
る
端
緒
が
斯
様
な
も
の
か
ら
發
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
感
が
す

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
酷
評
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
島
木
が
万
葉
集
最
後

の
時
期
を
「
後
期
」
と
せ
ず
、「
末
期
」
と
し
た
理
由
も
こ
の
あ
た
り
に
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
家
持
評
価
の
一
方
で
、
大
正
期
に
は
家
持
の
歌
を
評

価
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
現
れ
て
く
る（

5
）。
そ
の
研
究
者
の
一
人
が
小
泉
苳
三
で

あ
っ
た
。

小
泉
は
歌
人
と
し
て
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
は
ポ
ト
ナ
ム
短
歌
会
を
創

設
し
、機
関
誌
『
ポ
ト
ナ
ム
』
を
発
刊
し
た
。
そ
し
て
、大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）

五
月
に
は
万
葉
歌
の
研
究
書
と
し
て
東
京
の
修
文
館
よ
り『
評
釈
大
伴
家
持
全
集
』

を
刊
行
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、
先
の
一
五
九
七
番
歌
に
つ
い
て
は
、

あ0

の
頗
韻
が
先
づ
耳
に
つ
く
。
次
に
に0

の
脚
韻
に
氣
が
つ
く
。
輕
い
興
味
中
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心
の
歌
で
あ
る
。
彼
の
樣
な
線
の
細
い
作
歌
は
、
か
う
し
た
試
み
に
は
不
向
き

で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
う
は
す
べ
り

0

0

0

0

0

し
た
失
敗
の
作
と
い
へ
よ
う
。
し
か
し
彼

と
し
て
は
相
富
に
い
つ
て
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ら
う
。

と
述
べ
、
や
は
り
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
小
泉
は
こ
の
歌
の

す
ぐ
前
で

  

あ
し
ひ
き
の
山
辺
に
居
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
木
の
間
立
ち
潜
き
鳴
か
ぬ
日
は
な

し
（
十
七
・
三
九
一
一
）

を
取
り
上
げ
、「
三
首
（
引
用
者
注　

家
持
が
弟
書
持
に
こ
の
と
き
送
っ
た
歌
三

首
を
い
う
）
の
う
ち
こ
の
歌
最
も
實
感
的
で
勝
ぐ
れ
て
ゐ
る
。
一
氣
に
歌
ひ
あ
げ

て
結
句
「
鳴
か
ぬ
日
は
な
し
」
と
言
ひ
放
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
、
つ
き
放
し
た
や
う

で
ゐ
て
深
い
愛
着
が
こ
も
つ
て
ゐ
る
。」
と
評
価
し
、
こ
れ
に
対
し
て
「
他
の
二

首
は
技
巧
に
落
ち
て
ゐ
る
。
家
持
の
作
は
ど
う
も
技
巧
に
骨
を
折
り
す
ぎ
て
失
敗

し
て
ゐ
る
の
が
多
い
。」
と
す
る
が
、
そ
れ
に
続
け
て
「
こ
の
點
は
彼
が
萬
葉
最

後
期
の
作
家
と
し
て
、
古
今
集
へ
の
推
移
の
第
一
歩
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
語
つ

て
ゐ
る
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
而
か
も
彼
の
こ
の
傾
向
を
ば
時
代
精
神
の
流
を
背

景
と
せ
ず
し
て
評
價
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
酷
で
は
な
か
ら
う
か
。」
と
述
べ

て
そ
の
文
学
史
的
な
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
た
上
で
歌
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
っ
た
。

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
四
月
、
立
命
館
大
学
専
門
学
部
に
文
学
科
国
語
漢
文

科
が
新
設
さ
れ
、小
泉
は
そ
の
教
授
で
あ
っ
た（

6
）。
白
川
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）

四
月
、
夜
間
部
と
し
て
開
設
さ
れ
て
い
た
専
門
部
文
学
科
国
漢
科
に
入
学
し
て
そ

の
小
泉
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
小
泉
と
の
出
会
い
、

そ
し
て
そ
の
指
導
を
通
し
て
万
葉
集
へ
の
研
究
の
思
い
は
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て

い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
中
央
公
論
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
白
川
の
著
書

『
初
期
万
葉
論
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

万
葉
に
つ
い
て
の
考
説
を
試
み
る
こ
と
は
、
私
の
素
顔
の
一
つ
で
あ
る
。
は

じ
め
に
中
国
の
古
代
文
学
に
志
し
た
の
も
、
そ
の
こ
と
を
準
備
す
る
心
づ
も
り

か
ら
で
あ
っ
た
が
、
久
し
く
流
連
し
て
帰
ら
ぬ
う
ち
に
歳
月
も
過
ぎ
て
、
す
で

に
遅
暮
の
感
が
深
い
。
し
か
し
そ
の
素
顔
を
忘
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
数

年
前
に
中
公
新
書
の
一
冊
と
し
て
書
い
た
『
詩
経
』
は
、
い
わ
ば
中
国
文
学
の

立
場
か
ら
み
た
万
葉
に
つ
い
て
の
、
私
の
素
描
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。

白
川
は
こ
こ
で
、
自
分
に
と
っ
て
中
国
古
代
文
学
の
研
究
は
万
葉
研
究
の
準
備

の
た
め
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
迂
遠
な
道
を
た
ど
ろ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）、「
中
国
文
学
の
立
場
か
ら
み
た
万
葉（

7
）」
論
と

い
う
中
公
新
書
『
詩
経
中
国
の
古
代
歌
謡
』
を
刊
行
し
た
二
年
後
の
あ
る
日
、
白

川
が
次
の
よ
う
に
言
う
場
面
に
筆
者
は
立
ち
会
っ
た
。
そ
れ
は
筆
者
が
立
命
館
大

学
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学
専
攻
三
年
次
に
編
入
学
し
、
白
川
が
担
当
す
る
講
義

科
目
「
中
国
文
学
史
Ⅰ
」
を
受
講
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
六
月
頃
の
こ

と
で
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
ど
ん
な
話
の
流
れ
だ
っ
た
か
は
思
い
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
白
川
は
ふ
と
、「
ぼ
く
は
は
じ
め
『
万
葉
集
』
の
研
究
が
や
り
た
か
っ

た
ん
で
す
」
と
言
い
、「
し
か
し
、
ぼ
く
は
そ
の
頃
貧
し
か
っ
た
の
で
、
書
物
が

買
え
な
か
っ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
、古
代
中
国
の
漢
字
の
研
究
に
進
む
こ
と
に
な
っ

た
ん
で
す
」
と
語
っ
た
。
そ
の
こ
と
ば
は
万
葉
研
究
を
志
し
て
立
命
館
大
学
に
編

入
学
し
て
き
た
筆
者
の
胸
に
強
く
響
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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近
代
の
万
葉
集
研
究
は
国
文
学
の
文
献
学
的
研
究
に
お
い
て
最
も
早
く
着
手
さ

れ
、
そ
し
て
最
も
進
展
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
牽
引
者
と
な
っ
た
の
は
歌
人
・
国
文
学
者
の
佐
佐
木
信
綱
で
あ
っ
た
。
佐

佐
木
は
万
葉
集
研
究
の
基
礎
を
築
く
べ
く
、
古
写
本
を
収
集
し
て
「
萬
葉
集
の
定

本
を
つ
く
り
、
か
つ
完
全
な
る
改
訂
本
萬
葉
を
作
ら
む
こ
と
を
希
望
す
。
（
8
）」
と
し

て
ま
ず
古
写
本
の
本
文
を
校
合
し
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
か
ら
十
四
年

（
一
九
二
五
）
に
か
け
て
校
本
万
葉
集
刊
行
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
校
本
萬
葉
集
』

全
二
十
巻
編
纂
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
収
集
し
た
古
写
本
の

複
製
本
刊
行
を
行
っ
た
。
そ
れ
ま
で
寺
院
、
宮
家
や
公
家
、
有
力
な
武
家
た
ち
に

よ
っ
て
蔵
さ
れ
て
き
た
万
葉
集
の
貴
重
な
古
写
本
は
、
そ
れ
を
閲
覧
し
て
伝
本
調

査
を
行
う
こ
と
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
佐
佐
木
は
自
ら
収
集
し
た
古
写
本
を
中

心
に
複
製
本
を
制
作
し
て
刊
行
す
る
こ
と
で
研
究
者
た
ち
の
本
文
研
究
に
広
く
役

立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
大
正
十
三
年
に
は
「
金
沢
本
万
葉
集
」、
十
四
年

に
は
「
元
暦
万
葉
集　

有
栖
川
王
府
本
」、
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
は
「
天
治

本
万
葉
集
」、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
は
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
「
桂
本

万
葉
集
」
な
ど
の
次
点
本
、
そ
し
て
白
川
が
立
命
館
大
学
専
門
部
に
入
学
し
た
昭

和
八
年
に
は
そ
の
当
時
『
万
葉
集
』
全
二
十
巻
の
揃
っ
た
新
点
本
系
統
の
最
古
本

で
あ
る
「
西
本
願
寺
本
万
葉
集
」
の
複
製
本
が
刊
行
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
複
製
本
は
本
物
の
古
写
本
に
比
べ
れ
ば
格
段
に
安
価
な
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
は
非
常
に
高
価
な
書
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

本
文
研
究
の
資
料
を
揃
え
て
万
葉
研
究
に
向
か
お
う
と
す
る
の
は
富
裕
な
出
身
の

子
弟
で
な
け
れ
ば
と
う
て
い
無
理
な
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
訓
詁
・
注
釈
研
究
の
資
料
で
あ
る
。
万
葉
集
の
訓
詁
・
注
釈
の
研
究

は
、ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
古
く
鎌
倉
時
代
の
仙
覚
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
が
、

近
世
に
は
契
沖
や
荷
田
春
満
・
信
名
、
賀
茂
真
淵
、
鹿
持
雅
澄
な
ど
の
国
学
者
や

北
村
季
吟
の
よ
う
な
歌
人
た
ち
が
万
葉
集
の
注
釈
研
究
を
行
っ
て
い
る
。さ
ら
に
、

明
治
時
代
以
降
も
幾
種
類
か
の
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
た（

9
）。
そ
う
し
た
す
べ

て
の
書
物
を
探
求
し
て
手
も
と
に
置
こ
う
と
す
る
の
は
多
大
な
時
間
的
・
経
済
的

な
負
担
を
要
す
る
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
前
後
の
万
葉
研
究
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
先
の
理
由
は
『
詩
経　

中
国
の
古
代
歌
謡
』
を
刊
行
し
、
お
そ
ら

く
は
『
初
期
万
葉
論
』
を
構
想
し
よ
う
か
と
し
て
い
た
時
に
若
き
日
を
回
顧
し
て

学
生
た
ち
に
漏
ら
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
学
生
時
代
当
時
、
白
川
が
中
国
古
代
文

学
・
文
字
学
の
研
究
に
進
む
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
実
際
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情

も
存
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
数
十
年
後
に
回
顧
し
て
学
生
た
ち
に
対

し
た
時
、
わ
か
り
や
す
く
一
つ
に
し
て
語
っ
た
も
の
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
と

は
い
え
、
先
の
こ
と
が
万
葉
研
究
を
そ
の
ま
ま
進
め
な
か
っ
た
こ
と
の
理
由
の
一

つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
当
時
の
万
葉
研
究
の
こ
う
し
た
状

況
も
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二　

二
冊
の
万
葉
研
究
書

白
川
は
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
六
月
、
中
公
新
書
『
詩
経　

中
国
の
古

代
歌
謡
』
を
刊
行
し
た
。
六
十
歳
の
時
で
あ
る
。
こ
の
書
は
『
詩
経
』
の
詩
篇
に

つ
い
て『
万
葉
集
』の
歌
と
比
較
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
古
代
の『
詩

経
』
詩
篇
と
日
本
古
代
の
『
万
葉
集
』
の
歌
と
い
う
、
直
接
的
な
影
響
関
係
を
持



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
三
號

四
九

た
ず
、
国
・
地
域
も
時
代
も
異
な
る
詩
歌
を
比
較
す
る
論
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
な

こ
と
は
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
。
白
川
に
と
っ
て
、
若
き
日
の
思
い
が
こ
こ
に

か
た
ち
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
白
川
は
こ
れ
ら
の
詩
歌
に
古
代
的
宗
教
的
な
民
俗

の
共
通
性
を
見
出
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
昭
和
三
十
五
年

（
一
九
六
〇
）
に
立
命
館
大
学
文
学
部
中
国
文
学
研
究
室
よ
り
刊
行
さ
れ
、
昭
和

三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
に
博
士
論
文
と
し
て
京
都
大
学
に
提
出
さ
れ
た
『
興
の

研
究　
（
稿
本
詩
経
研
究
別
冊
）』
で
は
『
万
葉
集
』
な
ど
日
本
古
代
文
学
と
の
比

較
は
き
わ
め
て
慎
重
に
避
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
白
川
は
そ
の
思

い
に
向
か
っ
て
大
き
く
足
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）、
お
そ
ら
く
こ
の
書
の
刊
行
を
承
け
て
の
こ
と

で
あ
ろ
う
、
白
川
は
『
万
葉
集
講
座
』
第
二
巻
「
思
想
と
背
景
」（
有
精
堂
出
版
、

五
月
）
に
「
万
葉
集
と
中
国
思
想
」、『
講
座
比
較
文
学
』
第
一
巻
「
世
界
の
中
の

日
本
文
学
」（
東
京
大
学
出
版
会
、
六
月
）
に
「
古
代
歌
謡
の
世
界
―
『
詩
経
』

と
『
万
葉
集
』
―
」
と
い
う
二
本
の
論
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
六
年
後
の
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
四
月
二
十
五
日
、
白

川
六
十
九
歳
の
時
に
『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
の
最
初
の
著
書
『
初
期
万
葉
論
』
が

中
央
公
論
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
白
川
は
こ
の
書
に
お
い
て
、
主
と
し
て
奈
良
時

代
よ
り
前
の
時
期
の
万
葉
歌
に
つ
い
て
中
国
古
代
の
『
詩
経
』
な
ど
呪
的
な
詩
篇

の
世
界
と
の
比
較
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。『
詩
経　

中
国
の
古
代
歌
謡
』
で
は

詩
篇
を
対
象
と
し
て
万
葉
歌
と
の
比
較
を
踏
ま
え
て
論
じ
た
が
、
こ
の
書
は
そ
れ

と
好
対
照
を
成
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
書
の
書
名
の
「
初
期
万
葉
」
に
つ
い
て
、
白
川
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

初
期
万
葉
は
、
呪
歌
の
伝
統
の
中
か
ら
、
定
型
と
し
て
の
短
歌
が
成
立
し
、

長
歌
・
旋
頭
歌
も
一
の
形
式
と
し
て
成
立
し
た
時
期
で
、『
万
葉
』
の
精
華
は

ほ
ぼ
こ
の
時
期
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
古
代
的
な
発
想
法
や
修
辞
が
、
み
ご

と
な
完
成
度
を
示
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
中
国
詩
文
の
直
接
的
な
影
響
は
極
め

て
希
薄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
古
代
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
者
た
ち
の
学
術
・
文
化
・

習
俗
が
、
そ
の
生
活
を
通
じ
て
、
修
辞
や
表
記
法
の
上
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る（
10
）。

白
川
は
、「
初
期
万
葉
」
と
は
歌
の
形
式
が
成
立
し
て
古
代
的
な
発
想
法
・
修

辞
が
完
成
度
を
示
し
、
古
代
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
者
た
ち
の
文
化
的
な
影
響
が
強

か
っ
た
時
期
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
万
葉
研
究
で
は
「
初
期
万
葉
」
と
い
う
用
語
は
万
葉
時
代

四
期
区
分
の
う
ち
の
第
一
期
（
壬
申
の
乱
ま
で
）
を
指
す
と
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
り
、
歴
史
的
な
事
象
と
関
わ
る
歌
人
と
歌
の
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
り
、
歌

謡
か
ら
和
歌
へ
の
転
換
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
り
し
て
き
た
。

し
か
し
、
白
川
は
「
呪
歌
の
伝
統
」
と
し
て
第
二
期
（
奈
良
遷
都
ま
で
）
に
属

す
る
と
さ
れ
る
柿
本
人
麻
呂
の
歌
を
取
り
上
げ
、「
叙
景
歌
の
成
立
」
と
し
て
第

三
期
（
天
平
五
年
（
七
三
三
）
ま
で
）
に
属
す
る
と
さ
れ
る
山
部
赤
人
の
歌
を
も

論
じ
る
。
第
一
期
、
第
二
期
の
歌
を
主
た
る
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
次

の
書
『
後
期
万
葉
論
』
と
の
対
比
か
ら
す
れ
ば
「
前
期
万
葉
」
と
い
う
用
語
も
想

起
さ
れ
る
が
、
こ
の
書
は
年
代
に
よ
っ
て
分
割
す
る
一
般
的
な
時
期
区
分
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
。
歌
の
形
式
や
発
想
・
表
現
が
成
立
し
、
高
度
化
し
て
ゆ
く
過
程

を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
や
は
り
「
初
期
万
葉
」
で
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
三
月
二
十
五
日
、『
後
期
万
葉
論
』
が
中
央
公
論
社



白
川
学
と
『
万
葉
集
』

五
〇

よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
先
の
書
か
ら
十
五
年
後
、
白
川
八
十
四
歳
の
時
で
あ
る
。
こ

の
書
は
『
初
期
万
葉
論
』
と
異
な
っ
て
、
万
葉
歌
人
た
ち
が
あ
こ
が
れ
た
中
国
六

朝
文
学
や
六
朝
文
化
と
直
接
的
に
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
白
川
が
『
初
期
万
葉
論
』
を
刊
行
し
た
直
後
の
昭
和
五
十
四
年
六
月

頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
白
川
と
面
談
す
る
機
会
を
得
て
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
を

聞
い
た
。

ぼ
く
の
本
命
は
「
後
期
万
葉
論
」
な
ん
で
す
よ
。

『
初
期
万
葉
論
』
の
次
に
着
手
す
る
の
は
す
る
の
は
「
後
期
万
葉
論
」
だ
と
い

う
宣
言
で
あ
り
、
そ
の
時
す
で
に
『
後
期
万
葉
論
』
と
い
う
書
名
は
定
ま
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
白
川
が
言
っ
た
「
本
命
」
と
い
う
こ
と

ば
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
つ
は
、
こ
の
論
で
考
究
さ
れ
る
対
象
が
中
国
六
朝
文
学
に
学
ん
だ
奈
良
朝
貴

族
た
ち
の
文
学
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
白
川
は『
後
期
万
葉
論
』に
お
い
て「
後

期
の
『
万
葉
』
は
、
旅
人
・
憶
良
・
家
持
な
ど
、
中
国
の
詩
文
に
接
し
、
そ
の
影

響
を
受
け
た
人
た
ち
の
文
学
で
、
人
麻
呂
を
中
心
と
す
る
初
期
の
作
歌
と
截
然
と

し
た
区
別
が
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
学
に
つ
い
て
考
究
す
る

こ
と
は
中
国
文
学
を
長
年
研
究
し
て
き
た
自
分
に
と
っ
て
ま
さ
に「
本
命
」の
テ
ー

マ
で
あ
り
、
こ
れ
を
中
国
文
学
の
側
か
ら
照
射
・
比
較
し
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

他
の
一
つ
は
、恩
師
小
泉
苳
三
へ
の
思
い
で
あ
ろ
う
。
白
川
は
『
後
期
万
葉
論
』

の
「
あ
と
が
き
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
書
を
、
ど
う
し
て
も
今
年
書
き
あ
げ
た
い
と
思
っ
た
事
情
と
し
て
は
、

私
の
歌
の
師
で
あ
る
小
泉
苳
三
先
生
が
、
本
年
生
誕
百
年
に
あ
た
り
、『
ポ
ト

ナ
ム
』
で
は
そ
の
記
念
号
（
通
巻
八
一
六
号
）
が
出
さ
れ
た
。
先
生
に
は
は
や

く
『
評
釈
大
伴
家
持
全
集
』（
大
正
一
五
年
刊
）
が
あ
り
、
先
生
の
万
葉
集
の

講
義
を
受
け
た
私
に
は
、
後
期
万
葉
に
つ
い
て
特
別
の
関
心
も
あ
っ
て
、
こ
の

書
を
そ
の
記
念
と
し
た
い
と
い
う
氣
持
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
後
期
万
葉
に
つ
い
て
特
別
の
関
心
」
と
は
中
国
六
朝
文
学
の
影

響
を
受
け
た
奈
良
朝
貴
族
の
文
学
へ
の
中
国
文
学
の
側
か
ら
の
照
射
・
比
較
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、「
私
の
歌
の
師
で
あ
る
小
泉
苳
三
先
生
が
、
本
年
生
誕
百
年
に
あ

た
り
」「
先
生
の
万
葉
集
の
講
義
を
受
け
た
私
に
は
」「
こ
の
書
を
そ
の
記
念
と
し

た
い
」に
は
師
へ
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
。
小
泉
が
見
出
し
た
家
持
歌
の
世
界
、

後
期
万
葉
の
世
界
を
論
じ
る
こ
と
こ
そ
が
そ
の
教
え
を
受
け
た
自
分
に
と
っ
て
の

万
葉
研
究
の
「
本
命
」
の
テ
ー
マ
だ
と
い
う
思
い
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
執
筆
さ
れ
た
二
冊
の
万
葉
研
究
書
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
に

い
く
ら
か
触
れ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、そ
の
『
後
期
万
葉
論
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
、第
一
章
「
分

期
に
つ
い
て
」、
第
二
章
「
七
夕
の
歌
」、
第
三
章
「
表
記
法
に
つ
い
て
」、
第
四

章
「
仮
合
即
離
の
境
涯
」、
第
五
章
「
旅
人
讃
酒
」、
第
六
章
「
家
持
の
軌
迹
」、

第
七
章
「
底
辺
の
歌
」
か
ら
成
る
。

第
一
章
「
分
期
に
つ
い
て
」
は
自
身
が
立
て
た
「
初
期
万
葉
」「
後
期
万
葉
」

と
い
う
時
期
区
分
の
考
え
方
を
万
葉
研
究
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も

の
、
ま
た
第
二
章
「
七
夕
の
歌
」
は
「
初
期
万
葉
」
の
七
夕
歌
に
古
代
朝
鮮
か
ら

の
渡
来
人
た
ち
の
文
化
的
影
響
が
み
ら
れ
、「
後
期
万
葉
」
の
七
夕
歌
と
は
異
な

る
と
論
じ
た
も
の
、
第
三
章
「
表
記
法
に
つ
い
て
」
は
万
葉
研
究
の
重
要
な
問
題
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五
一

の
一
つ
で
あ
る
歌
の
表
記
に
つ
い
て
中
国
文
学
の
立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
。『
文

選
』
の
な
か
の
「
無
乏
」
に
つ
い
て
、

李
善
も
文
字
を
決
し
か
ね
、
五
臣
本
に
は
定
の
字
と
し
て
解
釈
を
試
み
て
い

る
が
、そ
れ
を
「
乏
し
き
無
き
の
源
よ
り
す
」
と
よ
み
、「
盡
き
せ
ず
に
起
る
意
」

と
よ
み
と
く
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
に
な
し
う
る
こ
と
で
な
く
、
人
麻
呂
や
そ
の

周
囲
の
人
が
、
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
と
い
う
ほ
ど
、
一
般
的
な
用
語
で

あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

と
い
う
よ
う
な
中
国
文
学
の
側
か
ら
の
重
い
指
摘
は
、
万
葉
研
究
者
と
し
て
心
し

て
聞
か
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
四
章
か
ら
第
六
章
ま
で
が
歌
人
論
で
、
第
四
章
「
仮
合
即
離
の
境
涯
」
は
山

上
憶
良
論
、
第
五
章
「
旅
人
讃
酒
」
は
大
伴
旅
人
論
、
第
六
章
「
家
持
の
軌
迹
」

は
大
伴
家
持
論
で
あ
る
。
な
お
、
第
七
章
「
底
辺
の
歌
」
で
は
東
歌
と
防
人
歌
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
先
の
よ
う
な
指
摘
は
憶
良
論
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。「
一
般
に
、
人

麻
呂
・
憶
良
・
旅
人
・
家
持
ら
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
出
典
を
求
め
る
傾

向
が
多
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
。」
と
述
べ
た
後
、「
貧
窮
問
答
歌
」
に
つ
い
て
の
陶

淵
明
「
飲
酒
二
十
首
」
を
出
典
と
す
る
説
を
取
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

陶
淵
明
の
こ
の
詩
は
『
文
選
』
に
も
入
ら
ず
、
お
そ
ら
く
当
時
の
万
葉
人
の

視
野
に
入
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
陶
淵
明
の
い
う
貧
士
の
観
念

が
、
こ
こ
に
い
う
貧
窮
者
と
同
じ
と
し
て
よ
い
か
、
そ
こ
に
も
疑
問
が
あ
る
。

そ
れ
は
秦
漢
以
来
、
数
百
年
に
わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
士
人
の
社
会
が
、

貴
族
的
門
閥
、
武
装
集
団
で
あ
る
軍
閥
社
会
の
中
に
蹂
躙
さ
れ
て
ゆ
く
、
そ
の

敗
北
感
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
貧
士
の
意
識
と
、
律
令
社
会
の
未
成
熟
の
ゆ

え
に
古
代
的
隷
属
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
貧
窮
者
の
間
に
は
、
歴
史
的
な
そ

の
存
在
性
格
の
上
に
、
基
本
的
な
相
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
「
し
か
と

あ
ら
ぬ　

鬚ひ
げ

か
き
撫な

で
て　

吾あ
れ

を
お
き
て　

人
は
あ
ら
じ
と
」
と
い
う
自
画
像

的
な
描
写
の
う
ち
に
は
、
貧
窮
者
で
は
な
い
貧
士
の
姿
が
み
え
る
。

貧
窮
が
社
会
的
不
公
平
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
場
合
、
そ
の
批
判
と
し
て

文
学
的
手
段
に
訴
え
る
と
き
、そ
れ
は
社
会
詩
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
詩
に
は
、

そ
の
よ
う
な
社
会
的
要
因
に
つ
い
て
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
是
正
の
た

め
の
提
言
も
な
い
。
社
会
詩
は
必
然
に
政
治
詩
を
生
み
、
ま
た
思
想
詩
・
道
徳

詩
を
生
む
。
中
国
の
『
詩
経
』、
そ
の
大
小
二
雅
は
貴
族
社
会
の
詩
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
社
会
詩
も
あ
り
、政
治
詩
も
あ
り
、思
想
詩
・
道
徳
詩
も
あ
っ
た
。『
万

葉
』
の
中
で
、
も
し
社
会
詩
的
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
一

篇
を
あ
げ
う
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。『
万
葉
』
が
い
わ
ば
唯
心
論
的

な
観
念
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
歌
の
世
界
を
拡
大
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
そ
の
社
会
が
未
成
熟
の
ま

ま
、
律
令
制
を
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
史
的
な
展
開
を
遂
げ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
、
そ
の
停
滞
性
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ

と
が
ま
た
、憶
良
の
文
学
に
限
界
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。（
傍

線
は
引
用
者
に
よ
る
。）

白
川
は
、
今
日
の
万
葉
研
究
者
た
ち
が
中
国
古
典
の
な
か
に
出
典
を
求
め
、
万

葉
び
と
が
そ
れ
を
読
み
得
た
か
否
か
の
検
討
な
し
に
、
安
易
に
関
係
づ
け
て
し
ま

い
が
ち
に
な
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
こ
れ
は
先
の
指
摘
と
共
通
す
る
が
、
こ
こ

で
は
さ
ら
に
傍
線
部
の
よ
う
に
表
現
の
背
後
に
あ
る
思
想
性
の
中
国
と
日
本
と
の

相
違
に
つ
い
て
凝
縮
し
た
こ
と
ば
で
述
べ
、
憶
良
文
学
の
限
界
を
説
く
。
こ
う
し
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五
二

た
批
評
は
中
国
文
学
研
究
の
深
い
学
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
す
ぐ
れ
て
重
厚
か

つ
斬
新
な
見
解
で
あ
っ
た
。

続
い
て
、『
初
期
万
葉
論
』
を
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
の
構
成
は
、
第
一
章
「
比

較
文
学
の
方
法
」、第
二
章
「
巻
頭
の
歌
」、第
三
章
「
呪
歌
の
伝
統
」、第
四
章
「
叙

景
歌
の
成
立
」、
第
五
章
「
挽
歌
の
系
譜
」、
第
六
章
「
万
葉
の
軌
跡
」
か
ら
成
る
。

白
川
の
独
創
的
な
考
え
は
第
二
章
「
巻
頭
の
歌
」
に
お
い
て
最
も
よ
く
示
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
『
万
葉
集
』
巻
一
の
巻
頭
歌
、
雄
略
天
皇
の
歌

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
天
皇
が
野
山
で
菜
を
摘
む
娘
子
に
問
い
か
け
て
自
ら
名
告
る

と
い
う
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
白
川
は
こ
の
歌
を
『
詩
経
』
小
雅
「
采
緑
」

な
ど
の
草
摘
み
と
比
較
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
天
皇
（
大
王
）
家
直
轄
領
で
天
皇
へ
の
献
菜
に
奉
仕
す
る
族

長
子
女
の
草
摘
み
を
歌
の
背
景
に
す
る
と
し
た
林
屋
辰
三
郎
の
論
を
取
り
上
げ
、

次
の
よ
う
に
い
う
。

雄
略
期
か
ら
藤
原
期
ま
で
に
は
、
二
世
紀
に
も
及
ぶ
な
が
い
伝
承
の
時
期
を

経
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
王
権
の
推
移
消
長
、
豪
族
勢
力
の
盛
衰
交
替

な
ど
も
あ
っ
て
、
物
語
や
物
語
歌
の
伝
承
に
も
影
響
す
る
流
動
的
な
一
面
が

あ
っ
た
こ
と
を
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
歌
謡
の
形
式
や
表
現
に
つ

い
て
も
、
変
更
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
白
川
は
万
葉
の
雄
略
歌
に
至
る
ま
で
の
伝
承
、
そ
し
て
そ
の
変
容
の

可
能
性
を
想
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
白
川
は
こ
の
歌
の
み
を
み
て
い
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
そ
の
原
型
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
も
見
つ
め
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
歌
の
冒
頭
、「
籠こ

も
よ　

み
籠こ

も
ち　

掘ふ
く
し串
も
よ　

み
掘ふ
く
し串
も
ち　

こ
の

岳を
か

に　

菜な

つ摘
ま
す
兒こ

」
に
つ
い
て
、「
そ
の
草
摘
み
の
用
具
を
歌
い
あ
げ
る
の
は
、

そ
れ
が
日
常
の
草
摘
み
ご
と
で
は
な
く
、
改
ま
っ
た
儀
礼
的
意
味
を
も
つ
行
為
と

し
て
、
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
」
と
し
、「
そ
の
よ
う
な
儀
礼
的
行
為
と
し

て
の
草
摘
み
に
は
、
敬
語
を
用
い
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
は

通
説
的
見
解
と
重
な
る
。
し
か
し
、「
家
告の

ら
せ　

名
告
ら
さ
ね
」（
白
川
は
「
家

聞
か
な
」
と
訓
む
説
に
拠
る
）
に
つ
い
て
、
通
説
的
見
解
で
は
春
の
野
遊
び
（
歌

垣
。
豊
穣
予
祝
儀
礼
と
さ
れ
る
）
で
の
求
愛
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
白

川
は
「
神
事
的
な
も
の
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
草
摘
み
の
場
が
、
同
時
に
妻
問

い
の
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
」「
や
は
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」

と
す
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
岡
の
草
摘
み
に
妻
問
い
の
場
と
し
て
の
機
会
が
与
え

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
草
摘
み
が
魂
振
り
の
た
め
の
予
祝
と
し
て
な
さ

れ
て
お
り
、
女
が
も
の
思
う
状
態
に
あ
る
と
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
て

い
る
。

白
川
は
女
性
の
草
摘
み
に
つ
い
て
、『
詩
経　

中
国
の
古
代
歌
謡
』
の
小
雅
「
采

緑
」
を
論
じ
る
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

時
を
定
め
、
地
を
定
め
て
、
神
に
誓
い
を
か
け
て
摘
む
…
…
草
か
ご
に
採
り

盈
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、神
へ
の
誓
い
に
叛
く
こ
と
…
…
摘
み
終
え
て
、

そ
の
か
ご
を
道
の
ほ
と
り
に
お
く
…
…
感
染
呪
術
的
な
効
果
を
期
待
し
た
魂
振

り
と
し
て
の
行
為
…
…

「
五
日
を
期
と
為
す
」
と
は
、
心
に
定
め
て
、
五
日
の
う
ち
に
こ
れ
だ
け
と

い
う
誓
い
を
し
て
、
草
摘
み
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
予
祝
の
た
め
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
五
日
の
う
ち
に
そ
の
草
摘
み
を
果
た
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し
え
ず
、
六
日
に
な
っ
て
も
ま
だ
そ
の
予
祝
は
成
就
し
な
い
。
願
い
は
す
で
に

破
れ
て
い
る
。

白
川
は
『
詩
経
』
詩
篇
に
み
え
る
草
摘
み
を
予
祝
的
な
神
事
行
為
と
説
き
、
こ

の
万
葉
歌
の
原
型
に
は
同
様
の
習
俗
が
存
し
た
と
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。『
詩
経　

中
国
の
古
代
歌
謡
』
に
は
、

  

春
の
野
に
す
み
れ
採つ

み
に
と
来こ

し
吾わ

れ
そ
野
を
な
つ
か
し
み
一ひ
と
よ夜
寝
に
け
る

（
巻
八
・
一
四
二
四
番
歌
、
山
部
赤
人
）

明
日
よ
り
は
春
菜
採
ま
む
と
標し

め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
つ
つ

（
巻
八
・
一
四
二
七
番
歌
、
山
部
赤
人
）

上か
み
つ
け
の野
佐
野
の
茎く
く
た
ち立
折
り
生は

や
し
あ
れ
は
待
た
む
ゑ
今
年
来
ず
と
も
（
巻

十
四
・
三
四
〇
六
番
歌
、
東
歌
）

と
い
う
万
葉
歌
三
首
を
取
り
上
げ
、

場
所
を
定
め
、
そ
こ
に
標
を
結
う
て
春
菜
を
摘
む
の
は
、
お
そ
ら
く
予
祝
の

た
め
で
あ
ろ
う
。
昨
日
も
今
日
も
雪
の
降
る
の
を
歎
く
の
は
、「
五
日
を
期
と

為
す
」
の
よ
う
に
、
予
祝
の
た
め
に
そ
の
日
も
定
め
て
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

…
…
あ
お
な
を
折
り
と
っ
て
、
年
明
け
る
ま
で
も
会
う
日
を
待
と
う
と
願
い

…
…
草
摘
み
は
会
う
た
め
の
予
祝
で
あ
り
、
ま
た
遠
く
に
あ
る
思
う
人
へ
の
魂

振
り
と
し
て
の
行
為
で
も
あ
っ
た
。
…
…
「
春
の
野
に
」
以
下
の
歌
は
、
従
来

そ
の
よ
う
に
は
解
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
詩
篇
と
の
比
較
を
通
じ
て

そ
の
解
を
定
め
う
る
の
で
あ
る
。

と
説
い
て
い
る
。

『
初
期
万
葉
論
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
、

万
葉
に
み
え
る
草
摘
み
歌
は
、
お
お
む
ね
相
聞
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
本
来
神
事
的
な
も
の
で
あ
っ
た
氏
族
共
同
体
時
代
の
習
俗
が
、
そ
の
共
同

体
的
紐
帯
の
弛
緩
と
と
も
に
、
私
的
な
予
祝
行
為
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
、
そ
の
た
め
草
摘
み
歌
に
は
、「
君
が
た
め
」「
妹
が
た

め
」
と
い
う
発
想
を
と
る
こ
と
が
多
い
。

と
述
べ
る
。
ま
た
、
先
の
雄
略
天
皇
歌
に
つ
い
て
は
、

お
そ
ら
く
ひ
そ
か
に
思
う
人
の
た
め
に
魂
振
り
と
し
て
の
草
摘
み
を
す
る
乙

女
に
対
し
て
、
よ
び
か
け
る
戯
弄
の
歌
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
い
る
。「
戯
弄
の
歌
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
書
で
言
及
さ
れ
て

は
い
な
い
が
、『
万
葉
集
』
巻
十
六
・
三
七
九
一
番
歌
〜
三
八
〇
二
番
歌
が
春
の

野
遊
び
を
舞
台
と
す
る
、「
竹
取
翁
」
と
草
を
摘
ん
で
煮
る
九
人
の
女
子
と
の
戯

れ
の
贈
答
歌
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
、た
と
え
ば  

伊
藤
博
『
萬
葉
集
全
注　

巻
第
一
』（
有
斐
閣
、

昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
））
が
「
冒
頭
歌
は
、
雄
略
天
皇
を
主
人
公
と
す
る

原
始
的
な
歌
劇
の
中
で
、
大
和
の
王
者
と
土
地
の
娘
と
が
結
ば
れ
る
春
の
国
見
歌

と
し
て
、
身
振
り
を
伴
っ
て
唄
い
継
が
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
天
皇
と
土
地

の
豪
族
の
娘
と
の
結
婚
は
、
そ
の
土
地
が
王
者
に
服
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

同
時
に
、
王
者
の
統
治
す
る
国
土
に
お
け
る
五
穀
の
豊
穣
を
予
祝
す
る
意
味
を
も

持
つ
。
子
孫
の
繁
栄
に
つ
な
が
る
結
婚
は
、
万
物
の
豊
か
な
生
産
を
予
祝
す
る
根

源
の
行
為
と
し
て
聖
視
さ
れ
た
。」
と
述
べ
る
よ
う
な
理
解
の
仕
方
と
は
大
き
く

異
な
り
、
学
界
で
は
賛
同
者
を
得
に
く
い
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
雄
略
天

皇
歌
の
論
に
お
い
て
こ
そ
、
白
川
の
比
較
文
学
的
な
方
法
が
最
も
よ
く
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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白
川
学
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
研
究
の
意
義 

こ
れ
ま
で
白
川
の
万
葉
集
研
究
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
白
川
学

に
お
け
る
『
万
葉
集
』
研
究
の
意
義
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

白
川
が
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）、
八
十
九
歳
の
時
に
自
ら
の
人
生
を
回
顧

し
て
執
筆
し
た
「
私
の
履
歴
書
」
の
な
か
で
、『
詩
経
』
と
『
万
葉
集
』
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。「
詩
経
研
究
」
と
題
す
る
、
昭
和

三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
二
月
の
立
命
館
大
学
大
学
院
博
士
課
程
東
洋
文
学
思
想

専
攻
設
置
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。
新
し
く
開
設
さ
れ
る
博
士
課
程
の
講
座
担
当

に
際
し
て
、
白
川
は
詩
経
研
究
を
ま
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
詩
経
』
は
世
界
で
最
も
古
い
歌
謡
集
で
あ
り
、
し
か
も
民
衆
の
生
活
、
貴

族
社
会
の
祭
祀
歌
、
ま
た
そ
の
政
治
的
、
社
会
的
現
実
の
感
情
を
そ
の
ま
ま
表

現
し
た
、
稀
有
の
古
代
文
学
で
あ
る
。
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
は
時
期
的
に
は

か
な
り
下
が
る
が
、
そ
の
古
代
的
性
格
を
同
じ
う
す
る
『
万
葉
』
の
他
に
、
比

肩
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
…
…
そ
の
上
『
詩
経
』
と
『
万
葉
』
と
は
、
同
じ
く

東
ア
ジ
ア
の
古
代
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
は
比
較
文
学
の
対
象
と
し
て
、

世
界
で
最
も
古
く
、
こ
の
上
な
く
恰
好
の
条
件
を
も
っ
て
い
る
。

白
川
は
そ
の
時
、『
詩
経
』
と
『
万
葉
集
』
と
の
比
較
研
究
を
構
想
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
白
川
に
と
っ
て
、『
万
葉
集
』
の
研
究
は
こ
う
し
た
比
較

研
究
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
若
き
日

の
万
葉
研
究
へ
の
思
い
を
決
し
て
断
念
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。『
立
命
館

大
学
図
書
館
蔵　

白
川
静
文
庫
目
録
』（
立
命
館
大
学
図
書
館
、
平
成
二
十
二
年

（
二
〇
一
〇
））
を
み
る
と
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
刊
行
の
西
村
真
次
著
『
萬

葉
集
の
文
化
史
的
研
究
』増
補
改
訂
版（
東
京
堂
出
版
）、昭
和
十
五
年（
一
九
四
〇
）

刊
行
の
北
住
敏
夫
著
『
萬
葉
の
世
界
』
教
養
文
庫
版
（
弘
文
堂
書
房
）、
昭
和

十
六
年（
一
九
四
一
）刊
行
の
高
木
市
之
助
著『
吉
野
の
鮎　

記
紀
萬
葉
雑
攷
』（
岩

波
書
店
）、昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
刊
行
の
土
屋
文
明
著
『
旅
人
と
憶
良
』（
創

元
社
）、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
刊
行
の
『
國
歌
の
胎
生
及
び
発
達
』
文
化

選
書
版
（
博
文
館
）、
正
宗
敦
夫
・
森
本
治
吉
編
『
萬
葉
集
大
辭
典
』
第
一
巻
（
日

本
古
典
全
集
刊
行
会
）
の
よ
う
な
書
名
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
戦
後
の

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
か
ら
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
か
け
て
刊
行
さ

れ
た
『
萬
葉
集
大
成
』
全
二
十
二
巻
、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
刊
行
さ

れ
た
佐
佐
木
信
綱
著『
萬
葉
集
辞
典
』（
平
凡
社
）の
書
名
も
み
え
る
。
白
川
は『
万

葉
集
』
へ
の
関
心
を
持
ち
続
け
て
、
こ
れ
ら
の
書
物
を
そ
の
刊
行
後
そ
れ
ほ
ど
遠

く
な
い
時
期
に
購
入
し
て
通
読
し
、『
詩
経
』
と
『
万
葉
集
』
と
の
本
格
的
な
比

較
研
究
に
向
け
て
備
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

白
川
は
、
こ
れ
に
続
け
て
「
比
較
研
究
の
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

を
徹
底
的
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
と

え
ば
『
初
期
万
葉
論
』
に
お
い
て
柿
本
人
麻
呂
の
安
騎
野
遊
猟
歌
を
論
じ
て
三
年

前
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
』
第
三
巻
「
万
葉
集
」（
角
川
書
店
、

昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
））
所
載
の
森
朝
男
「
柿
本
人
麻
呂
の
時
間
と
そ
の

祭
式
」
を
引
き
、『
楚
辞
』
に
み
え
る
招
魂
儀
礼
を
挙
げ
て
展
開
す
る
と
こ
ろ
に

み
ら
れ
よ
う
。
こ
の
書
で
は
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
土
居
光

知
著
『
文
学
序
説
』（
岩
波
書
店
）
や
同
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
刊
行
さ
れ
た

島
木
赤
彦
著
『
萬
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
』
な
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ら
昭
和
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五
五

五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
刊
行
の
稲
岡
耕
二
著
『
萬
葉
表
記
論
』（
塙
書
房
）
や
『
鑑

賞
日
本
古
典
文
学
』
第
三
巻
「
万
葉
集
」
な
ど
当
時
最
新
の
研
究
書
ま
で
広
く
カ

バ
ー
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
詩
経
研
究
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
当
時
の
研
究
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
存
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

私
は
そ
の
よ
う
な
研
究
上
の
課
題
に
注
意
し
な
が
ら
、
従
来
詩
篇
に
つ
い
て

の
考
察
若
干
篇
を
発
表
し
て
き
た
が
、
私
の
研
究
は
大
体
五
部
に
纏ま

と

め
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
通
論
篇
・
民
俗
篇
・
解
釈
篇
・
研
究
史
篇
・
訳
注
篇

で
あ
る
。
そ
れ
で
大
学
院
博
士
課
程
の
開
設
に
伴
な
い
、修
士
課
程
に
民
俗
篇
・

解
釈
篇
、
博
士
課
程
に
通
論
篇
を
充
て
る
こ
と
に
し
た
。
か
ね
て
多
少
の
用
意

が
あ
っ
た
こ
と
で
、
ま
ず
通
論
篇
・
解
釈
篇
の
両
篇
を
完
成
し
た
。
通
論
篇
は

Ａ
５
判
に
組
ん
で
六
百
七
十
ペ
ー
ジ
、
解
釈
篇
は
四
百
五
十
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

…
…民

俗
篇
は
完
成
に
至
ら
ず
、そ
の
う
ち
発
想
法
を
問
題
と
す
る
「
興
の
研
究
」

を
、
同
じ
く
三
百
六
十
ペ
ー
ジ
に
ま
と
め
、
招
来
は
各
論
数
篇
を
加
え
る
予
定

で
あ
っ
た
。
研
究
史
篇
は
先
秦
を
除
い
て
未
完
、
訳
注
篇
は
晩
年
に
至
っ
て
漸

よ
う
や

く
刊
行
の
運
び
と
な
り
、
平
凡
社
の
東
洋
文
庫
に
『
詩
経
国
風
』『
詩
経
雅
頌
』

（
一
・
二
）
の
三
冊
を
収
め
た
。

通
論
篇
・
解
釈
篇
を
出
し
た
と
き
、
京
都
大
学
の
吉
川
幸
次
郎
博
士
か
ら
、

旧
制
に
よ
る
学
位
請
求
を
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
申
し
入
れ
が
、
橋
本
先
生
を

通
じ
て
伝
え
ら
れ
、
私
は
先
生
に
勧
め
ら
れ
て
通
論
篇
を
主
論
文
、
解
釈
篇
を

参
考
論
文
と
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
し
か
し
通
論
篇
は
分
量
が
多
く
、
そ
の

頃
書
き
あ
げ
た
ば
か
り
の
「
興
の
研
究
」
が
適
当
量
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
そ

れ
を
主
論
文
、他
を
参
考
論
文
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
審
査
に
は
小
川
環
樹
・

重
沢
俊
郎
の
お
二
人
が
参
加
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
博
士
学
位
請
求
論
文
と
し
て
京
都
大
学
に
提

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
興
の
研
究
」
は
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
十
一

月
、
立
命
館
大
学
文
学
部
中
国
文
学
研
究
室
か
ら
孔
版
で
『
興
の
研
究　
（
稿
本

詩
経
研
究
別
冊
）』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

詩
の
發
想
に
お
け
る
古
代
的
性
格
は
、
興
と
よ
ば
れ
て
い
る
そ
の
發
想
形
式

の
う
ち
に
最
も
多
く
遺
存
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
起
興
の
辭
と
し
て
諺
的

表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
諺
が
か
つ
て
呪
的
言
語
と

し
て
の
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
時
代
の
あ
つ
た
こ
と
を
推
定

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
わ
が
國
の
古
文
獻
に
見
え
る
諺
の
性
格
を
参
照
す
る
こ

と
は
、必
ず
し
も
無
意
味
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
わ
が
國
で「
こ

と
わ
ざ
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
、
中
國
の
原
初
の
諺
と
つ
ね
に
同
義
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
が
、
両
者
の
發
生
の
形
態
と
性
質
と
に
相
似
た
と
こ
ろ
が
あ

り
、
そ
の
比
較
は
決
し
て
無
意
義
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
…
…

そ
う
い
う
観
念
や
習
俗
は
、ひ
と
り
起
興
の
辭
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、

詩
の
表
現
の
全
體
を
通
じ
て
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
起
興
の
辭
と

し
て
定
式
化
し
た
形
式
の
も
の
が
、
一
般
に
興
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
の
實

體
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
常
陸
風
土
記
に
い
う
諺
か
ら
定
式
化

し
た
枕
詞
・
序
詞
と
相
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
枕
詞
や
序
詞
は
後
に
は
殆
ん

ど
形
式
化
し
て
、
全
く
修
飾
語
と
な
つ
て
し
ま
っ
た
が
、
枕
詞
・
序
詞
も
本

来
は
單
な
る
修
飾
語
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
内
包
に
お
い
て
被
修
飾
語
と
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關
わ
る
と
こ
ろ
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
土
橋
寛　

枕
詞
の
研
究　

立
命
館
文
學

一
一
一
・
一
一
三
號　

興
に
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
く
、
前
代
の
原
始
歌
謡
の
も

つ
呪
言
呪
詞
と
し
て
の
性
格
を
繼
承
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。）

白
川
は
こ
こ
で
、『
詩
経
』
詩
篇
の
表
現
形
式
で
あ
る
「
興
」
を
論
じ
る
上
で

日
本
古
代
文
学
の
「
こ
と
わ
ざ
」
や
枕
詞
・
序
詞
と
比
較
す
る
こ
と
の
意
義
を
述

べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
『
万
葉
集
』
の
歌
な
ど
を
具
体
的
に
取

り
上
げ
て
そ
の
比
較
を
論
じ
る
用
意
は
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
書
に
お
い
て
日
本
古
代
の
文
献
が
具
体
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
最
初
の

傍
線
部
に
続
く
文
章
に
お
い
て
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
諺
が
引
用
さ
れ
、
折
口
信

夫
の
呪
言
・
呪
詞
の
論
に
つ
い
て
述
べ
た
個
所
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ

に
関
連
す
る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
該
当
個
所
が
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
個
所
に
お
い
て
も
『
万
葉
集
』
の
歌
は
一
首
も
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

草
摘
み
は
單
な
る
實
際
的
勞
働
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
わ
が
國
の
古

代
歌
謠
に
お
い
て
も
顯
著
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
行
為
自
體
が
あ
る
民

俗
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

民
俗
的
事
實
に
つ
い
て
、
異
つ
た
文
化
圏
に
存
在
す
る
事
実
を
安
易
に
比
較
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
勿
論
な
る
べ
く
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
こ

の
研
究
に
お
い
て
も
他
民
族
や
他
の
文
化
圏
、
あ
る
い
は
未
開
社
會
に
み
ら
れ

る
習
俗
と
の
比
較
は
あ
げ
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
し
か
し
他
の
區
域
で
一

般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
習
俗
の
體
系
が
、
相
似
た
體
系
を
も
つ
詩
篇
の
中
に
見

出
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
中
國
の
古
代
社
會
に
お
い
て
も

民
俗
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
は
、
許

さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
そ
れ
を
詩
篇
に
即
し
て
證
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
そ
う
い
う
解
釋
が
草
摘
み
の
興
の
全
體
に
對
し
て
摘
用
し
う
る
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
中
國
の
古
代
に
そ
の
習
俗
が
か
つ
て
存
し
た
こ
と
を
信
じ
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。）

と
述
べ
る
よ
う
に
、博
士
学
位
請
求
論
文
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
研
究
書
に
お
い
て
、

古
代
中
国
の
詩
篇
と
時
代
や
地
域
を
異
に
す
る
万
葉
歌
を
直
接
引
用
し
て
そ
の
比

較
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
、
折
口
や
柳
田
國
男
、
土
橋
寛
ら
の
説
を

引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
無
用

な
批
判
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
論
の
背
後
に
は
万
葉
歌
が
具
体
的

に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
十
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
詩
経　

中

国
の
古
代
歌
謡
』
で
は
万
葉
歌
が
随
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
白
川
の
詩
経
研
究

に
と
っ
て
、『
万
葉
集
』
は
欠
か
せ
ぬ
資
料
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
詩
経
』
詩
篇
と
『
万
葉
集
』
の
歌
と
の
比
較
の
方
法
の
特
徴
は
こ
の
書
に
お

い
て
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
揚
之
水
三
篇
」
で
あ
る
。

国
風
に
「
揚
之
水
」
と
い
う
師
が
三
篇
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
揚あ

が

れ
る
水
」
と

い
う
歌
い
出
し
を
も
つ
詩
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
意
味
の
発
想
で
あ
る
の
か
よ

く
知
ら
れ
て
い
な
い
。

と
述
べ
、
そ
れ
ら
三
編
の
詩
に
つ
い
て
解
説
し
た
後
、

こ
れ
ら
の
詩
は
、
お
そ
ら
く
山
柴
を
水
に
流
し
て
、
こ
と
の
吉
凶
や
成
否
を

占
う
水み

な
う
ら占
の
俗
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
水
占
は
、
水
に
も
の

を
流
し
て
、
岩
に
せ
か
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
予
占
す
る
も
の
で
、
わ
が
国
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に
も
そ
の
俗
が
あ
る
。

と
し
て
、
万
葉
歌
の

  
妹
に
逢
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
饒に
ぎ
し石
川が
は

清
き
瀬
ご
と
に
水み
な
う
ら占
延は

へ
て
な

（
十
七
・
四
〇
二
八
）

  

我わ
ぎ
も
こ

妹
子
を
夢い
め

に
見
え
来こ

と
大や

和ま
と

道ぢ

の
渡
り
瀬ぜ

ご
と
に
手た
む
け向
そ
我あ

が
す
る

（
十
二
・
三
一
二
八
）

を
挙
げ
て
、
日
本
の
古
代
に
水
占
や
川
瀬
の
手
向
け
の
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
を
述

べ
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
水
占
の
俗
が
中
国
の
古
代
に
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
揚
之
水
の
諸
篇

の
よ
う
な
発
想
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

と
結
ん
で
い
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
白
川
は
『
詩
経
』
の
詩
篇
そ
れ
単
独
で
は
わ
か
り

が
た
い
こ
と
を
『
万
葉
集
』
の
歌
を
も
視
野
の
う
ち
に
入
れ
る
こ
と
で
解
こ
う
と

す
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
徹
底
的

に
研
究
」
し
よ
う
と
し
た
白
川
だ
か
ら
こ
そ
推
し
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
と
な

る
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
詩
経
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
万
葉
研
究
に
お
い
て
も

寄
与
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
万
葉
歌
の
「
美
奈
宇
良
」（
原
文
。
訓
は
「
み

な
う
ら
」）
は
こ
の
一
例
し
か
な
く
、「
水
占
」
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
具
体
的
な
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
下
に
続
く

「
波は

へ倍
」
を
「
延は

へ
」
と
み
て
、
川
に
縄
な
ど
を
流
し
て
占
う
も
の
か
と
す
る（
11
）の

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
白
川
の
論
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
輪
郭
が
浮
か
ん
で
く
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

白
川
は
『
詩
経
』
と
『
万
葉
集
』
か
ら
中
国
古
代
と
日
本
古
代
に
共
通
す
る
民

俗
を
明
ら
か
に
し
、そ
こ
か
ら
表
現
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
書
の
な
か
で
、

「『
万
葉
』
の
研
究
が
、
従
来
の
注
釈
学
的
、
あ
る
い
は
印
象
批
評
的
な
解
釈
か
ら

脱
し
て
、
そ
の
発
想
の
場
を
古
代
人
の
生
活
と
心
意
の
う
ち
に
追
求
し
、
そ
の
表

現
を
一
つ
の
時
代
的
様
式
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
民
俗
学
的
な
方
法
の
導
入

に
よ
っ
て
、
急
速
な
展
開
を
み
せ
た
よ
う
に
、
詩
篇
の
研
究
に
も
そ
の
方
法
の
適

用
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
書
の
中
で
、
詩
篇
を
そ
の
よ
う
な
立

場
か
ら
新
し
く
見
直
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

の
『
万
葉
集
』
の
研
究
の
「
民
俗
学
的
な
方
法
」
と
は
折
口
信
夫
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
白
川
は
、
こ
の
書
刊
行
三
年
後
の
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
に
刊

行
さ
れ
た
論
文
「
古
代
歌
謡
の
世
界
―
『
詩
経
』
と
『
万
葉
集
』
―
」（『
講
座
比

較
文
学
』
第
一
巻
「
世
界
の
中
の
日
本
文
学
」
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
）
で
は

「
も
し「
万
葉
民
俗
学
」と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、詩
篇
に
も「
詩

経
民
俗
学
」
の
領
域
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」
と
し
て
「
詩
経
民
俗
学
」

と
い
う
用
語
を
造
語
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
七
年
後
の
昭
和
五
十
五
年

（
一
九
八
〇
）五
月
に
講
談
社
学
術
文
庫
と
し
て
刊
行
さ
れ
た『
中
国
古
代
の
民
俗
』

で
は
全
七
章
に
終
章
を
加
え
た
も
の
の
う
ち
、第
四
章
の
一
章
を
「
詩
経
民
俗
学
」

と
題
し
て
い
る
。

『
詩
経
』と『
万
葉
集
』を
視
野
に
入
れ
て
比
較
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
白
川
学
は
壮
大
で
格
段
に
深
い
学
問
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
研
究
方
法

に
お
い
て
も
『
万
葉
集
』
は
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

注（1
）
白
川
静
「
私
の
履
歴
書
」（『
白
川
静　

回
思
九
十
年
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）



白
川
学
と
『
万
葉
集
』

五
八

（
2
）
注
（
1
）
に
同
じ
。

（
3
）
注
（
1
）
に
同
じ
。

（
4
）
注
（
1
）
に
同
じ
。

（
5
）
橋
本
達
雄
「
空
穂
顕
彰
」（『
ま
ひ
る
野
』
第
四
百
五
十
二
号
、一
九
八
二
年
九
月
、『
大

伴
家
持
作
品
論
攷
』
塙
書
房
、
一
九
八
五
年
、
所
収
）

（
6
）
拙
稿
「
立
命
館
大
学
日
本
文
学
専
攻
・
日
本
文
学
会
年
表
」（『
論
究
日
本
文
学
』
第

六
十
一
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）

（
7
）
白
川
静
『
詩
経　

中
国
の
古
代
歌
謡
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
）

（
8
）
佐
佐
木
信
綱
『
萬
葉
集
古
寫
本
攷
』（
竹
柏
会
、
一
九
一
一
年
）

（
9
）『
万
葉
集
』
全
巻
の
注
釈
書
と
し
て
、
井
上
通
泰
『
万
葉
集
新
考
』（
歌
文
珍
書
保

存
会
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二
七
年
）、
鴻
巣
盛
広
『
万
葉
集
全
釈
』（
大
倉
広
文
堂
、

一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
五
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。

（
10
）
白
川
静
『
後
期
万
葉
論
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
）

（
11
）
伴
信
友
「
正
卜
考
」

（
元 
立
命
館
大
學

學
部
敎
授
）


