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要
　
旨

　

本
稿
は
、
富
山
市
立
図
書
館
山
田
孝
雄
文
庫
蔵
、
山
田
孝
雄
に
よ

る
『
萬
葉
集
研
究
の
意
義
と
順
序
』
と
題
さ
れ
た
未
発
表
自
筆
原
稿

の
翻
刻
で
あ
る
。
本
原
稿
の
執
筆
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、『
校
本

萬
葉
集
』
一
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
年
刊
行
）
の
引
用
が
あ
る
こ

と
に
よ
り
、
一
九
三
一
年
以
降
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

て
い
る
（
富
山
市
立
図
書
館
『
山
田
孝
雄
文
庫　

原
稿
書
誌
詳
細
』）。

山
田
の
万
葉
集
研
究
に
関
す
る
業
績
は
、
注
釈
書
や
文
法
書
な
ど
幅

広
い
が
、
そ
の
中
で
も
本
稿
は
、
特
に
万
葉
集
研
究
の
意
義
と
万
葉

仮
名
の
訓
義
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
山
田
孝
雄　

富
山
市
立
図
書
館　

万
葉
集　

自
筆
原

稿　

翻
刻

　

富
山
市
立
図
書
館
山
田
孝
雄
文
庫
蔵
『
萬
葉
集
研
究
の
意
義
と
順

序
』
は
、
山
田
孝
雄
（
一
八
七
五
～
一
九
五
八
）
が
一
九
三
一
年
以

降
に
執
筆
し
た
『
万
葉
集
』
に
関
す
る
研
究
の
意
義
と
万
葉
仮
名
の

訓
義
に
つ
い
て
論
じ
た
、
自
筆
原
稿
で
あ
る
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
の

凡
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

凡
　
例

一
、
翻
刻
の
底
本
は
、
富
山
市
立
図
書
館
山
田
孝
雄
文
庫
蔵
『
萬
葉

集
研
究
の
意
義
と
順
序
』（
同
文
庫
書
誌ID

 1001483096

）
の
原

稿
で
あ
る
。

一
、
漢
字
は
底
本
に
近
い
字
体
を
用
い
、
旧
字
体
お
よ
び
異
体
字
は
、

〔
翻
刻
〕

富
山
市
立
図
書
館
蔵 

山
田
孝
雄
著
『
萬
葉
集
研
究
の
意
義
と
順
序
』
翻
刻

　（
前
半
）　

鈴
　
木
　
道
　
代
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極
力
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
。
再
現
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一

部
印
刷
標
準
体
を
用
い
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、
原
稿
上
の
文
字
の
削
除
に
つ
い
て
は
二
重
棒
線
で
示
し
、
文
字

の
挿
入
に
つ
い
て
は
【　

】
で
示
し
た
。

一
、
漢
字
の
ル
ビ
は
、
底
本
通
り
に
示
し
た
。

一
、
判
別
で
き
な
い
文
字
は
■

（
不
明
）と
し
た
。

一
、
句
読
点
は
基
本
的
に
底
本
の
マ
マ
に
し
て
い
る
が
、
判
別
が
困

難
な
箇
所
に
つ
い
て
は
、
適
宜
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、〈　

〉
は
、
翻
刻
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。

一
、
明
ら
か
に
原
稿
の
綴
じ
方
に
誤
り
が
あ
る
場
合
、
私
的
に
直
し

た
。

翻
刻
本
文

　
　
　

一
、
萬
葉
集
研
究
の
意
義
と
順
序

〈
欄
外
〉
萬
葉
集
研
究
の
意
義
と
順
序
＝
研
究
の
㐧
一
歩
と
し
て
の

文
字
の
取
扱

　

萬
葉
集
の
研
究
は
今
や
時
代
の
流
行
の
如
く
な
れ

り
。
然
れ
ど
も
そ
が
流
行
す
る
と
否
と
に
関
せ
ず
、
こ

の
書
の
研
究
は
卓
然
と
し
て
わ
が
学
界
に
重
大
な
る

意
義
を
有
す
る
も
の
な
り
。
然
ら
ば
そ
の
萬
葉
集
研

究
の
意
義
如
何
。

　

萬
葉
集
を
研
究
す
る
も
の
は
、
人
各
【
に
よ
り
そ
れ
〴
〵
】
そ
の

目
的
を
異

に
す
べ
く
し
て
、
す
べ
て
こ
れ
を
一
二
の
要
点
に
概
括

し
う
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
眞
の
学

術
上
の
意
義
如
何
と
い
ふ
點
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
少
く

も
二
の
主
眼
点
【
要
存
す
る
】
点
あ
り
と
見
ゆ
。
一
は
古
典
と
し

て
研
究
す
る
も
の
に
し
て
、
他
は
歌
と
し
て
研
究
す
る

も
の
な
り
。

　

古
典
と
し
て
研
究
す
る
も
の
は
【
と
】
歌
と
し
て
研
究
す

る
も
の
と
必
ず
し
も
【
は
目
的
一
な
】
ら
ざ
る
が
故
に
、
そ
の
方
法

と
そ

の
結
論
も
一
な
ら
ざ
る
べ
き
は
も
と
よ
り
い
ふ
を
ま

た
ざ
る
所
な
る
が
、
し
か
も
、
萬
葉
集
は
わ
が
國
の
古
典

に
し
て
、
同
時
に
歌
集
な
る
が
故
に
、
古
典
と
し
て
研
究

し
て
研
究
す
る
場
合
に
【
そ
れ
が
】
歌
集
た
る
こ
と
を
忘
る
べ
か

ら
ざ
る
と
共
に
、
歌
集
と
し
て
研
究
す
る
場
合
に
も
そ

れ
が
古
典
た
る
こ
と
を
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
さ

は
あ
れ
、
古
典
と
し
て
研
究
す
る
場
合
と
、
歌
集
と
し
て

研
究
と
は
も
と
よ
り
方
法
も
結
論
も
異
な
る
こ
と
あ

る
べ
き
は
も
と
い
ふ
を
ま
た
ざ
る
な
り
。
こ
の
故
に

こ
こ
に
は
【
先
づ
】
そ
の
古
典
と
し
て
の
場
合
と
歌
集
と
し
て

の
場
合
そ
の
研
究
の
意
義
を
区
別
し
て
説
か
む
と
す
。

　

萬
葉
集
を
古
典
と
し
て
見
む
場
合
に
は
、
㐧
一
に
そ
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の
古
典
と
し
て
【
の
】
性
質
を
見
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
、

古
典
と
し
て
の
性
質
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
の
前
に
決

し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
古
典
と
は
何
ぞ
や
と
い
ふ
こ

と
な
り
。
古
典
と
は
文
字
の
ま
ま
に
て
い
へ
は
古
き

典
籍
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
古
き
典
籍
と
い
ふ
こ
と
は

或
は
古
き
書
籍
と
い
ふ
に
略
同
じ
や
う
に
考
へ
ら
れ

易
し
。
然
ら
は
古
き
書
籍
は
す
べ
き
【
て
】
古
典
と
い
ふ
を

う
べ
き
か
と
い
ふ
に
、
吾
【
誰
】
人
は
【
も
】
直
ち
に
然
り
と
い
ふ

に躊
躇
す
べ
し
。
然
ら
は
古
き
書
籍
に
あ
ら
ざ
る
か
と

い
ふ
に
、
も
と
よ
り
古
き
書
籍
を
い
ふ
に
相
違
な
し
。

果
し
て
然
り
と
せ
ば
、
古
典
は
古
き
書
籍
の
中
の
う
【
に
は
相
違
】

なけ
れ
ど
も
、
そ
の
す
べ
て
を
さ
す
に
あ
ら
ず
し
て
、
そ
の

う
ち
の
あ
る
も
の
を
さ
す
に
【
せ
り
】
と
考
へ
ら
れ
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
果
し
て
然
ら
ば
、
そ
の
古
き
典
【
書
】
籍
中
の
如
何
な

る
も
の
を
さ
す
か
と
考
ふ
べ
き
が
、
そ
の
古
き
書
籍

中
に
て
も
最
も
年
代
の
古
き
も
の
を
さ
す
か
と
い
ふ

に
必
ず
し
も
然
ら
ず
。
又
古
き
書
籍
中
に
て
も
最
も

稀
な
る
も
の
を
さ
す
か
と
い
ふ
に
必
ず
し
も
然
ら
す
。

或
は
古
き
書
籍
中
最
も
有
名
な
る
も
の
を
さ
す
か
と

い
ふ
に
然
必
ず
し
も
然
ら
ず
。
或
は
古
き
書
籍
中
古

代
に
於
い
て
最
も
貴
ま
れ
し
も
の
を
さ
す
か
と
い
ふ

に
必
ず
し
も
然
ら
ず
。　

果
し
て
然
ら
は
古
典
と
は
何

如
な
る
も
の
な
り
や
。　

そ
の
明
か
な
ら
ず
ば
、
古
典

と
し
て
の
萬
葉
集
の
性
質
な
ど
は
考
へ
う
べ
く
も
あ

ら
ざ
る
な
り
。
今
先
づ
古
典
と
い
ふ
文
字
を
考
ふ
る

に
「
古
」
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
古
代
の
義
な
る
が
「
典
」
は
普

通
に
書
籍
の
義
と
す
れ
ど
、
た
だ
の
書
籍
を
さ
す
に
あ

ら
ず
。　

こ
の
字
は
「

」
と
「

」
と
の
【
よ
り
】
な
れ
る
會
意

の字
に
し
て
【
そ
の

を
尊
ん
で
】「

」
上
に
閣
く
意
あ
る
も
の
な

れ
ば
、
貴
重
な

る
書

の
意
な
る
な
り
。
さ
れ
は
爾
雅
に
「
典
ハ
經
也
」（
釋

言
）「
典
ハ
常
也
」（
釋
詁
）
と
あ
り
。
さ
れ
ば
、【
て
】
典
は
支
那

に
て
經

書
と
い
ふ
と
略
同
じ
字
義
を
有
す
る
も
の
な
り
と
い

ふ
べ
し
。　

こ
れ
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
古
典
は
先
づ
そ
の

字
義
上
、
尊
重
す
べ
き
書
籍
と
見
る
べ
き
も
の
な
り
。

さ
れ
ど
、
た
ゞ
貴
重
す
べ
き
も
の
な
り
と
い
ふ
の
み

て
は
未
だ
そ
の
性
質
を
明
か
に
せ
り
と
い
ふ
べ
か
ら

ず
。　

こ
こ
に
古
典
と
は
古
代
の
書
籍
の
中
に
て
特
別

の
意
義
を
有
す
る
或
る
貴
重
な
る
書
籍
を
さ
せ
り
と

い
ふ
べ
き
が
、
そ
の
特
別
の
意
義
を
と
は
何
を
さ
す
か
。
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こ
れ
に
つ
き
て
論
じ
た
る
も
の
の
一
は
校
本
萬
葉

葉〈
マ
マ
〉集
の
首
巻
に
説
け
る
古
典
の
説
な
り
。　

曰
は
く
、

　
　

古
典
と
い
ふ
事
の
一
般
的
意
義
は
現
代
よ
り
見

て
古
い
時
代
に
作
ら
れ
た
文
献
で
あ
る
と
い
ふ
事

で
あ
る
が
【
ら
う
】
が
、
更
に
特
殊
的
意
義
と
し
て
、
そ
れ
が
文

献
と
し
て
權
威
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
事
、
ま
た
現
代

の
教
養
だ
け
で
は
理
解
に
困
難
で
あ
り
、
過
去
の
言

語
文
化
の
智
識
が
そ
れ
を
理
解
す
る
の
に
極
め
て

必
要
と
な
つ
て
来
る
事
が
、
そ
の
文
献
を
古
典
と
い

ふ
も
の
の
中
に
入
れ
る
必
要
な
る
要
素
と
な
つ
て

来
る
。

と
あ
り
。　

こ
の
説
明
果
し
て
當
を
得
た
り
と
い
ふ
べ

き
か
。　

吾
人
は
未
だ
之
に
賛
成
す
べ
し
と
思
は
ざ
る

な
り
。　

こ
の
説
明
に
て
、
そ
の
古
典
を
ば
一
方
に
於
い

て
「
文
献
と
し
て
權
威
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
事
」
と
せ
る

は
も
と
よ
り
不
可
な
き
事
な
れ
ど
、
そ
の
條
件
の
一
と

し
て
「
過
去
の
言
語
文
化
の
智
識
が
そ
れ
を
理
解
す
る

の
に
極
め
て
必
要
と
な
つ
て
来
る
事
」
と
あ
げ
た
る
點

は
如
何
な
り
。　

こ
の
見
解
は
、
そ
れ
が
何
の
權
威
も
な

き
書
に
て
も
難
解
の
點
多
き
が
故
に
古
典
な
り
と
い

は
る
べ
き
嫌
を
導
く
べ
く
、
又
こ
の
説
明
に
て
は
、
そ
の

古
典
の
研
究
が
偉
大
な
る
發
展
を
な
し
て
、
若
し
何
等

の
難
解
の
點
な
き
に
到
る
時
に
は
古
典
た
る
性
質
を

減
却
す
る
に
至
る
べ
き
か
の
如
く
に
思
は
し
む
る
な

り
。
吾
人
の
思
ふ
所
は
之
に
異
な
り
。
古
代
【
典
】
は
古

代
の
典
籍
た
る
が
故
に
、
そ
の
言
語
、
そ
の
文
化
の
智
識

の
現
代
人
に
不
十
分
な
る
が
為
に
難
解
の
點
あ
る
は

い
ふ
を
ま
た
ざ
れ
ど
、
そ
の
難
解
な
る
こ
と
は
古
典
と

し
て
の
偶
然
性
に
し
て
本
質
的
の
古
典
の
性
質
に
は

あ
ら
ざ
る
な
り
。　

古
典
の
權
威
は
難
解
の
為
に
存
す

る
も
の
に
あ
ら
ず
、
又
難
解
た
る
こ
と
が
古
典
た
る
の

權
威
を
保
つ
所
以
に
あ
ら
ず
し
て
、
そ
れ
が
、
古
典
た
る

故
を
以
て
、
偶
難
解
の
点
あ
り
て
も
吾
人
は
勞
苦
を
辞

せ
ず
し
て
こ
れ
を
研
究
せ
む
と
す
る
も
の
た
る
や
必

せ
り
。
さ
れ
ば
そ
の
難
解
な
り
と
い
ふ
事
が
、
古
典
た

る
の
必
然
的
條
件
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
そ
の
偶

然
的
事
実
と
し
て
難
解
な
り
と
い
ふ
に
止
ま
る
の
み
。

こ
の
故
に
そ
の
難
解
の
點
の
減
少
す
る
に
つ
れ
て
、
か

へ
り
て
古
典
と
し
て
の
價
値
高
ま
り
、
又
古
典
の
精
神

は
い
よ
〳
〵
発
揮
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
り
と
思
惟
す
。

　

か
く
論
じ
来
れ
ば
、
古
典
と
は
權
威
あ
る
古
代
の
典

籍
と
い
ふ
べ
き
に
似
た
る
が
、
そ
の
「
權
威
あ
る
」
と
い
ふ

事
は
漠
然
た
る
語
に
し
て
何
事
に
對
し
て
の
權
威
な

る
か
の
見
解
に
よ
り
て
如
何
に
も
説
明
し
う
べ
し
。
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極
端
な
る
例
を
い
へ
ば
、
こ
こ
に
圍
碁
な
ど
の
道
に
權

威
あ
る
書
あ
り
と
せ
よ
。　

こ
れ
ら
の
古
き
書
籍
も
亦

古
典
と
い
ひ
て
可
な
る
か
。
現
に
碁
經
な
ど
名
も
古

よ
り
傳
は
れ
り
。　

然
ら
ば
、
か
く
の
如
き
書
も
古
典
と

い
ふ
べ
き
か
。
然
り
。　

そ
の
如
き
書
は
そ
の
道
に
と

り
て
は
古
典
と
い
ふ
に
妨
げ
な
し
。　

さ
れ
ど
、
さ
る
碁

經
の
如
き
も
の
を
以
て
一
般
に
古
典
な
り
と
認
む
る

事
は
決
し
て
あ
ら
ざ
る
な
り
。　

さ
れ
ば
、
古
典
と
い
ふ

に
は
な
ほ
別
に
一
定
の
限
界
あ
る
べ
し
。　

而
し
て
そ

の
限
界
は
日
本
の
古
典
支
那
の
古
典
、
西
洋
の
古
典
な

ど
い
ふ
い
る
や
う
に
、
そ
の
国
土
民
族
等
を
以
て
限
界

と
す
る
も
の
あ
り
。
又
儒
教
の
古
典
、
佛
教
の
古
典
な

ど
い
ふ
や
う
に
そ
の
道
に
よ
り
て
の
限
界
を
以
て
す

る
も
の
あ
り
。
今
、
わ
れ
ら
の
古
典
と
い
ふ
も
の
は
、
民

族
的
に
い
は
ば
、
日
本
の
古
典
な
る
べ
き
こ
と
い
ふ
ま

で
も
な
き
が
、
そ
の
道
の
方
面
よ
り
い
へ
ば
、
佛
教
に
も

あ
ら
ず
、
儒
教
に
も
あ
ら
ざ
る
は
明
か
な
り
。
然
ら
ば
、

佛
教
儒
教
を
全
く
【
排
】
除
外
す
べ
き
か
と
い
ふ
に
、
必
ず
し

も
然
ら
ず
。　

果
し
て
然
ら
ば
、
わ
れ
ら
の
古
典
と
い
ふ

は
何
を
さ
す
か
。
上
に
古
典
の
典
字
は
經
字
と
同
義

な
り
と
い
へ
り
。
支
那
に
て
經
と
い
ふ
は
「
道
義
法
制　

〈
欄
外
〉　
「
道
之
常
」（
左
傳
昭
二
十
五
注
）

「
経
径
也
如
径
路
無
所
不
通
可
常
用
也
」（
釈
名
）

の
思
ふ
べ
か
ら
ざ
る
者
」（
辞
字
）
を
さ
す
と
い
ふ
は
一

般
の
通
説
な
り
。　

こ
れ
に
よ
り
て
吾
人
の
古
典
の
意

義
を
も
解
し
う
べ
し
。　

吾
人
は
【
が
】
古
典
と
い
ふ
は

　
　

吾
が
氏
族
の
經
常
（
即
ち
古
今
不
易
）
の
精
神
を
徴

　

す
る
に
足
る
權
威
を
有
す
る
古
代
の
文
献

を
さ
す
な
り
。　

こ
の
点
に
於
い
て
合
格
せ
る
も
の
は

そ
の
著
述
の
古
今
を
論
ぜ
ず
し
て
可
な
る
も
べ
き
も
の

な
れ
ど
、
今
の
世
の
著
述
の
未
だ
權
威
を
認
め
ら
れ
ざ

る
も
の
は
、
こ
れ
を
「
典
」
と
称
す
る
資
格
を
有
せ
ざ
る
が

故
に
、
こ
れ
を
加
ふ
る
を
得
ざ
る
べ
し
。　

さ
れ
ど
、
五
十

年
百
年
に
し
て
既
に
經
典
と
し
て
の
權
威
を
認
め
ら

れ
た
る
も
の
は
古
典
と
し
て
固
よ
り
差
支
な
き
も
の

な
り
。
そ
が
中
に
も
特
に
古
き
時
代
の
も
の
を
重
し

と
す
る
所
以
は
、
そ
れ
が
單
に
古
年
代
の
古
き
が
為
に

い
ふ
に
あ
ら
ず
。
況
ん
や
難
解
な
り
な
ど
い
ふ
こ
と
は

㐧
二
㐧
三
の
問
題
に
し
て
、
決
し
て
主
要
な
る
性
質
に

あ
ら
ざ
る
な
り
。　

抑
も
古
【
年
】
代
の
最
も
古
き
も
の
を
次

て
古
典
の
中
に
て
も
最
も
重
ん
ず
べ
し
と
す
る
は
【
單
に
そ
れ
が
古

し
と
い
ふ
に
よ
る
に
あ
ら
ず
し
て
】、
実
に
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そ
れ
が
古
代
よ
り
の
民
族
の
精
神
既
に
か
く
の
如
し

と
い
ふ
こ
と
を
徹
す
る
資
料
と
し
て
貴
重
す
べ
く
、
古

代
よ
り
の
民
族
の
精
神
を
徹
す
る
に
は
最
㐧
一
に
こ

れ
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
最
も
尊

重
す
る
も
の
な
り
と
す
。　

さ
れ
ば
、
難
解
を
以
て
古
典

の
㐧
一
條
件
と
す
る
が
如
き
は
古
典
の
眞
義
を
解

せ
ざ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
な
り
【
も
不
可
な
】
き
な
り
。　

然
れ
ど

も古
典
は
も
と
よ
り
古
代
の
言
語
文
字
以
を
以
て
古
代
の

文
化
と
思
想
と
を
記
載
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
に

よ
り
て
傳
は
れ
る
精
神
を
知
ら
む
に
は
先
づ
、
そ
の
文

字
言
語
そ
の
文
化
に
精
通
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
が
故

に
、
そ
の
手
段
と
し
て
先
づ
、
こ
れ
ら
を
研
究
せ
ざ
る
べ

か
ら
ざ
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
し
。　

さ
れ
ど
、
こ
れ
ら
は

実
に
そ
の
手
段
に
し
て
目
的
に
あ
ら
ざ
る
を
く
れ
く

れ
も
忘
る
べ
か
ら
ず
。

　

吾
人
が
、
わ
が
国
の
古
典
と
し
て
最
も
重
ん
ず
べ
き

も
の
如
何
と
考
ふ
る
中
に
、
古
事
記
、
日
本
紀
の
二
書
を

最
と
す
べ
し
。
而
し
て
こ
れ
に
つ
ぐ
も
の
は
萬
葉
集

な
り
と
す
。
こ
こ
に
吾
人
は
萬
葉
集
を
古
典
と
し
て

研
究
す
る
こ
と
の
目
的
を
明
か
に
認
め
る
べ
き
な
り
。

即
ち
古
典
と
し
て
萬
葉
集
を
見
む
も
の
は
先
づ
、
そ
の

言
語
を
知
り
、
そ
の
文
化
を
知
り
、
而
し
て
わ
れ
ら
の
祖

先
の
精
神
生
活
を
知
り
、
よ
り
て
以
て
わ
れ
ら
民
族
の

不
易
恒
常
の
精
神
を
知
ら
む
と
す
る
に
あ
り
と
す
。

こ
の
精
神
生
活
を
知
ら
む
と
す
る
こ
と
を
除
か
ば
、
古

典
の
研
究
は
た
だ
一
の
遊
戲
に
止
ま
る
べ
き
な
り
。

萬
葉
集
を
古
典
と
し
て
研
究
す
る
場
合
の
主
眼
点
こ

こ
に
存
す
。

〈
次
の
「
の
精
神
的
」
を
除
き
、
三
十
七
字
内
容
重
複
す
る
〉

の
精
神
的
の
遊
戲
に
止
ま
る
べ
き
な
り
。
萬
葉
集
を

古
典
と
し
て
研
究
す
る
場
合
の
主
眼
点
こ
こ
に
存
す
。

　

然
れ
ど
も
、
萬
葉
集
を
古
典
と
し
て
研
究
す
る
目
的

は
單
に
こ
れ
の
み
に
止
ま
ら
ず
。　

そ
は
何
ぞ
と
い
ふ

て
、
他
の
古
典
即
ち
古
事
記
、
日
本
紀
に
照
し
て
考
ふ
る

に
、
日
本
紀
は
記
事
豊
富
な
れ
ど
、
文
章
は
漢
文
な
れ
ば
、

古
語
を
知
ら
む
よ
す
が
と
し
て
は
た
よ
り
少
き
も
の

な
り
。
古
事
記
は
國
語
を
傳
へ
む
と
し
て
記
し
た
る

も
の
な
れ
ど
、
世
遷
り
て
そ
の
正
し
き
よ
み
方
を
明
か

に
し
難
き
点
少
か
ら
ず
。
萬
葉
集
も
も
と
よ
り
【
す
べ
て
】
古
語

を
如
実
に
傳
へ
た
り
と
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ね
ど
、
他
の

二
典
に
比
す
れ
ば
、
古
語
の
明
か
に
せ
ら
る
べ
き
分
量

遥
に
多
く
、
又
【
古
代
の
】
文
化
を
知
ら
む
料
と
し
て
豊
富
な
る
内

容
を
有
す
。
こ
の
故
に
、
他
の
二
典
を
研
究
す
る
場
合
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に
於
い
て
、
そ
の
言
語
、
又
文
化
現
象
を
こ
の
萬
葉
集
に

徴
し
て
は
じ
め
て
明
か
に
し
う
べ
き
点
少
か
ら
ざ
る

な
り
。
さ
れ
ば
、
萬
葉
集
は
そ
れ
自
身
が
古
典
研
究
の

目
的
物
【
對
象
】
と
な
り
う
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
他
の
古
典
の
研

究
の
基
礎
と
な
る
べ
き
点
少
か
ら
ず
。
即
ち
こ
の
研

究
に
よ
り
て
得
た
る
結
果
を
以
て
、
他
の
紀
記
等
の
古

典
に
【
と
】
相
照
し
て
以
て
古
代
の
精
神
生
活
は
た
、
わ
れ
ら

民
族
の
恒
常
不
易
の
精
神
生
活
を
知
る
を
得
べ
き
な
り
。

　

次
に
萬
葉
集
を
歌
集
と
し
て
研
究
す
る
も
の
【
こ
と
】
に
つ

き
て
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
一
般
の
歌
集
を
取
扱
ふ
と

同
じ
精
神
に
出
で
、
或
は
歌
体
の
研
究
或
は
歌
人
の
生

活
或
は
【
當
時
の
】
歌
の
性
質
或
は
歌
謡
史
上
の
觀
察
或
は
修
辞

学
の
觀
察
等
或
は
一
般
文
藝
の
学
理
よ
り
の
觀
察
等

こ
れ
亦
多
大
【
多
】
の
方
面
あ
る
べ
き
は
い
ふ
を
ま
た
ず
。

　

か
く
て
上
に
い
へ
る
如
く
、
古
典
と
し
て
見
る
場

合
と
【
に
】
於
い
て
も
、
そ
が
歌
【
集
】
な
る
こ
と
は
忘
る
べ
か
ら

ざる
と
共
に
歌
【
集
】
と
し
て
見
る
場
合
に
も
そ
が
古
典
た
る

こ
と
を
恐
る
べ
か
ら
ざ
る
が
、
し
か
も
、
こ
の
二
方
面
の

研
究
を
な
さ
む
も
の
に
と
り
て
共
通
し
て
先
づ
知
り
、

且
つ
行
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事
あ
り
。
次
に
之
を
述

べ
む
。

　

一
般
に
古
代
の
文
献
の
研
究
に
つ
き
て
は
、
今
人
が

最
初
に
感
ず
る
三
の
大
な
る
障
碍
あ
り
。　

そ
の
一
は

そ
の
文
字
が
原
本
の
ま
ま
な
り
や
と
い
ふ
事
な
り
。

こ
の
事
の
為
に
汎
く
原
本
【
の
面
目
】
に
つ
き
て
の
基
礎
的
研
究

を
施
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。　

そ
の
二
は
古
語
な

り
。　

即
ち
古
代
の
言
語
は
現
代
の
言
語
と
形
音
の
異

に
し
て
意
義
の
【
畧
】
同
じ
き
あ
り
、
音
【
畧
】
同
じ
く
し
て
意
異

なる
あ
り
。
又
音
も
義
も
全
く
現
代
に
似
た
る
も
の
な

き
あ
り
。　

か
く
の
如
き
も
の
を
熟
知
せ
ず
ば
古
典
は

解
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。　

次
に
は
古
代
の
文
化

な
り
精
神
生
活
【
外
形
上
】
同
様
の
文
化
現
象
と
見
ゆ
る
も
の

に
し
て
古
今
に
よ
り
て
意
義
同
異
な
る
あ
り
。
外
形

上
全
く
異
な
る
文
化
現
象
と
見
に
て
、
そ
の
精
意
義
は

今
の
世
に
あ
る
も
の
と
異
な
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
又

外
形
意
義
全
く
今
の
世
に
類
な
き
事
あ
り
。
こ
れ

ら
の
事
を
十
分
に
理
科
せ
す
ば
、
こ
れ
ら
を
古
典
と
し

て
見
む
と
し
て
も
、
歌
集
と
し
て
見
む
と
し
て
も
正
當

な
る
見
解
を
得
べ
き
根
機
な
き
も
の
と
い
は
ざ
る
べ

か
ら
ず
。

　

以
上
は
一
般
に
古
代
の
書
籍
【
文
献
】
に
つ
き
て
の
事
な
る

が
、
萬
葉
集
に
つ
き
て
は
そ
の
上
に
な
ほ
加
は
れ
る
難
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点
あ
り
。
そ
は
何
ぞ
と
い
ふ
に
、
そ
が
、
す
べ
て
漢
字
に

て
記
載
せ
ら
れ
て
あ
る
が
為
に
生
ず
る
点
な
り
。
先

づ
㐧
一
の
難
点
は
そ
の
文
字
が
果
た
し
て
原
本
の
ま
ま

な
り
や
否
や
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
現
代
通
用
の
文
字

と
頗
る
体
を
異
に
せ
る
も
の
往
々
存
せ
る
こ
と
な
り
。

そ
れ
ら
の
文
字
【
に
】
は
或
は
誤
れ
る
も
あ
る
べ
く
、
又
誤
に

あ
ら
ず
し
て
、
古
代
通
用
の
普
通
の
文
字
た
り
し
も
あ

る
べ
し
。【
か
ゝ
る
場
合
に
】
そ
の
字
体
の
研
究
を
糧
に
す
る
時
は

往
々

誤
り
た
る
見
解
を
懐
く
に
到
る
悞
あ
り
。　

㐧
二
の
難

点
は
そ
の
文
字
が
如
何
な
る
語
を
あ
ら
は
せ
る
か
と

い
ふ
事
な
る
が
、
こ
れ
に
は
字
の
音
に
よ
れ
る
あ
り
、
又

所
謂
訓
を
用
ゐ
た
る
あ
り
。　

そ
の
字
音
に
つ
き
て
は

吾
人
が
今
日
知
れ
【
用
ゐ
】
る
字
音
と
は
頗
る
趣
の
異
な
る
も

の
た
る
こ
と
往
々
あ
り
。
而
し
て
之
を
正
當
に
認
む

る
こ
と
を
得
ざ
る
時
は
到
底
正
し
く
之
を
よ
む
こ
と

た
に
不
可
能
な
り
。
如
何
に
【
況
ん
や
正
し
き
】
理
解
を
得
む
な
ど

は
思

ひ
も
よ
ら
ぬ
事
な
り
と
す
。
又
訓
を
用
ゐ
て
【
た
】
る
訓
【
場
合
】

にて
は
そ
が
如
何
な
る
語
を
あ
ら
は
す
に
【
も
】
の
な
り
や
往

々
不
可
解
の
も
の
あ
り
。　

こ
れ
に
つ
き
て
も
一
字
一

語
な
る
場
合
も
あ
れ
ば
二
字
三
字
に
て
一
語
を
あ
ら

は
せ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
二
字
三
字
に
て
の

も
の
は
漢
語
と
し
て
熟
し
た
る
も
の
を
襲
用
せ
る

あ
り
、
又
【
あ
る
】
國
語
を
あ
ら
は
さ
む
が
為
に
臨
時
に
漢
字
を

二
三
合
せ
て
用
ゐ
た
る
も
あ
る
べ
く
、
そ
れ
ら
の
事
情

は
必
ず
し
も
一
様
な
ら
ざ
る
べ
け
れ
ば
、
之
れ
ら
を
そ

の
場
合
々
々
に
應
じ
て
正
當
の
判
断
を
下
さ
ざ
る
べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
ら
の
點
は
本
邦
の
古
典
一
般

に
通
じ
た
る
現
象
な
る
が
、
し
か
も
、
他
の
書
は
意
義
の

通
ず
る
の
み
に
て
満
足
す
と
い
ひ
て
も
止
み
ぬ
べ
き

が
、
萬
葉
集
に
あ
り
て
は
そ
の
歌
と
し
て
の
よ
み
方
を

明
か
に
せ
ざ
る
以
上
は
之
を
よ
み
た
り
と
い
ふ
を
得

べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
さ
る
姑
息
の
手
段
を
と
る
を
許

さ
れ
ざ
る
な
り
。

　

以
上
述
ぶ
る
如
く
な
れ
ば
、
萬
葉
集
の
研
究
に
あ
り

て
の
研
究
の
順
序
方
法
は
お
の
づ
か
ら
明
ら
な
る
と

こ
ろ
あ
ら
む
が
、
次
に
は
そ
の
点
に
つ
き
て
の
説
明
に

う
つ
つ
ら
む
。

　
　

二　

萬
葉
集
研
究
の
順
序
と
方
法

　

凡
れ
一
般
に
文
献
に
つ
き
て
、
そ
れ
を
正
當
に
理
解

せ
む
と
す
る
に
は
、
そ
れ
を
創
作
せ
る
方
法
と
正
反
對

の
順
序
に
よ
り
て
研
究
を
進
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。　

た
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と
へ
ば
、
こ
こ
に
一
首
の
歌
あ
り
と
せ
む
。　

こ
の
歌
が

吾
人
の
目
に
觸
る
る
に
到
れ
る
こ
と
は
こ
れ
は
客
觀

的
の
事
実
に
あ
れ
ど
、
そ
の
基
は
作
者
の
主
觀
に
は
じ

ま
る
。　

即
ち
作
者
が
主
觀
と
し
て
あ
る
思
想
を
起
し
、

こ
れ
を
具
象
し
て
、
一
定
の
言
語
に
寓
し
、
更
に
そ
れ
を

文
字
に
託
せ
る
も
の
な
り
。
然
る
に
【
か
く
て
】
讀
者
は
そ
の
文

字
に
よ
り
て
そ
の
言
語
を
考
へ
、
そ
の
言
語
に
よ
り
て

そ
の
思
想
を
考
へ
以
て
作
者
が
主
觀
に
【
於
】
い
て
如
何

な
る
思
想
を
起
し
た
り
【
る
】
か
を
考
ふ
る
を
う
る
な
り
。

即
ち
作
者
の
行
へ
る
順
序
を
讀
者
は
逆
に
進
行
す
る

を
ば
、
研
究
の
順
序
と
す
。　

こ
の
事
は
あ
る
物
を
帛
紗

に
包
み
箱
に
納
め
、
更
に
こ
れ
に
荷
造
を
な
し
て
遠
方

に
送
れ
る
と
き
受
取
人
は
、
そ
の
差
出
人
の
行
ひ
し
こ

と
を
反
對
の
順
序
を
と
り
て
先
づ
荷
造
を
解
き
【
次
に
】
箱
を

開
き
、
次
に
帛
紗
を
去
り
て
は
じ
め
て
目
的
の
物
を
手

に
す
る
を
う
る
と
一
般
な
り
。　

而
し
て
そ
の
荷
造

が
完
全
な
る
時
は
、
内
部
に
故
障
■

（
不
明
）ら
ざ
れ
ど
、
荷
造
不

完
の
と
き
は
内
部
に
変
状
を
與
ふ
る
こ
と
な
し
と
せ

ず
。
こ
と
に
そ
の
荷
造
が
遠
隔
の
地
よ
り
多
く
の
人
々

の
手
に
■

（
不
明
）は
し
て
来
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
状
と
與
ふ

べ
き
■

（
不
明
）

  

■
（
不
明
）少
し
と
せ
ず
。
現
代
人
の
作
品

を
味
ふ
場
合
に
於
い
て
も
理
論
上
、
上
の
如
き
順
序
と

手
續
と
に
よ
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
手
續
が
、
順
當
に
行

は
れ
ず
し
て
往
々
誤
解
又
は
行
違
を
生
ず
る
こ
と
あ

る
を
見
る
。
古
典
に
於
い
て
は
、
そ
の
上
に
更
に
年
月

の
経
過
と
共
に
幾
多
の
人
々
に
よ
り
傳
へ
ら
れ
た
る

間
に
起
り
た
る
誤
の
少
か
ら
ざ
る
を
見
る
。
こ
の

故
に
古
典
に
あ
り
て
は
往
々
誤
認
を
生
じ
易
く
、
又
現

に
不
可
解
の
も
の
少
か
ら
ず
存
す
る
を
見
る
。
皆
上

の
如
き
往
々
の
事
情
の
為
と
思
は
れ
た
る
な
り
。

　

こ
こ
に
於
い
て
萬
葉
集
研
究
は
お
の
づ
か
ら
明
か

な
る
べ
し
。
即
ち
そ
の
第
一
歩
は

〈
欄
外
「
一
」〉　　

文
字
を
正
當
に
認
識
す
る
こ
と

な
り
。
そ
の
文
字
を
正
當
に
認
識
す
る
こ
と
能
は
ず

ば
、
そ
れ
よ
り
以
後
の
研
究
は
基
礎
な
き
も
の
に
し
て
、

折
角
の
研
究
も
、
そ
の
文
字
に
對
す
る
研
究
の
缺
陥
誤

認
を
明
か
に
せ
ら
れ
な
ば
、
一
切
無
效
に
帰
す
べ
き
も

の
な
り
。【
と
い
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。】
さ
れ
ば
こ
の
文
字
の
正
當
に

認
識
す
る
こ
と
に
つ
き
て
は
最
も
嚴
密
な
る
意
義
に
て
確
実
な
る

研
究
を
施
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

〈
欄
外
「
二
」〉　

さ
て
、
そ
の
文
字
は
元
来
國
語
を
記
載
せ
む
が
為

に用
ゐ
し
も
の
な
れ
ば
、
㐧
二
段
と
し
て
、
そ
の
文
字
に
よ

り
て
記
載
せ
ら
れ
た
る
も
の
を
國
語
と
し
て
よ
む
こ
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と
の
上
に
正
當
な
る
研
究
を
施
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

こ
れ
に
つ
き
て
は
そ
の
文
字
を
使
用
し
て
國
語
を
あ

ら
は
す
に
用
ゐ
た
る
幾
多
の
方
式
を
が
如
何
に
あ
ら

は
れ
た
る
か
を
知
り
て
、
こ
れ
を
正
し
く
當
時
の
語
と

し
て
復
原
し
て
よ
む
方
法
を
正
當
に
講
究
せ
ざ
る
べ

か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

　

以
上
、
文
字
言
語
に
つ
い
て
の
研
究
が
確
立
し
て
後

は
じ
め
て
、

　
　

歌
と
し
て
の
読
み
方
の
【
及
】
び
意
義
の
研
究

に
う
つ
る
べ
き
も
の
な
る
が
、
そ
れ
は
文
字
言
語
の
理

解
の
み
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
そ
の
歌
の
作
者
境
遇
及
び

當
時
の
常
識
【
作
歌
の
動
機
】
事
情
等
一
切
を
異
体
的
に
考

へ
み
る
と
共
に
、
當
時
の
文
藝
の
常
相
を
知
り
て
之
を

理
解
す
る
と
要
す
る
も
の
な
る
が
、
そ
れ
【
ら
】
を
眞
に
理
解

せ
む
に
は
そ
の
歌
を
生
す
る
に
到
れ
る
、
基　

　
　

當
時
の
常
識
の
研
究

　
　

当
時
の
文
化

に
関
す
る
智
識
を
知
ら
さ
る
べ
か
ら
ず
。

　

か
く
の
如
く
、

　

一
、
文
字
言
語
の
理
解

　

二
、
歌
と
し
て
の
理
解

　

三
、
當
時
の
常
識
并
に
文
化
の
理
解

の
三
段
階
を
往
べ
き
も
の
な
る
が
、
こ
の
三
階
段
ま
で

は
古
典
と
し
て
研
究
す
る
も
の
に
と
り
て
も
【
文
藝
】
と
し

て
の
研
究
を
な
す
も
の
に
と
り
て
も
共
通
す
る
基
礎

の
研
究
な
る
も
の
な
り
。
今
若
し
、
そ
の
字
形
に
つ
き

て
認
識
な
く
、
字
音
に
つ
き
て
の
智
識
も
な
く
、
そ
の
よ

み
方
も
研
究
せ
ず
、
複
合
字
に
つ
き
て
も
正
當
な
る
認

識
な
く
、
又
語
の
意
義
の
研
究
も
な
く
又
當
時
の
常
識

如
何
を
も
、
文
化
の
状
態
を
も
顧
み
ず
し
て
論
を
立
つ

る
も
の
あ
ら
ば
、
吾
人
は
そ
れ
ら
の
論
は
沙
上
の
楼
閣

な
り
と
い
は
む
の
み
。
若
し
、
そ
の
説
中
れ
り
と
す

と
も
、
そ
は
偶
然
の
事
に
し
て
学
問
的
價
値
あ
り
や
否

や
を
疑
【
は
】
む
と
す
。

　

さ
は
あ
れ
、
以
上
の
㐧
三
ま
で
の
研
究
は
こ
れ
基

礎
的
の
研
究
に
し
て
こ
れ
萬
葉
集
研
究
の
究
竟
の
目

的
に
あ
ら
ず
。
必
ず
こ
れ
よ
り
出
發
し
て
、
或
は
古
典

と
し
て
の
研
究
或
は
文
藝
と
し
て
の
研
究
の
行
は
る

べ
き
筈
の
も
の
な
り
。
然
る
に
、
従
来
の
萬
葉
集
の
研

究
は
そ
の
目
的
も
必
ず
し
も
明
か
な
ら
ず
。
そ
の
基

礎
の
如
き
は
殆
ど
一
人
も
之
を
明
か
に
し
た
る
も
の

な
か
り
し
が
如
し
。
故
に
今
之
を
明
か
に
し
て
諸
君

の
参
考
の
供
す
。
即
し
て
、
吾
が
、【
従
来
行
ひ
し
】
こ
の
【
書
の
】

講
義
の
目
的
は
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こ
の
基
礎
の
研
究
即
ち
上
述
の
㐧
三
歩
ま
で
を
行
は

む
と
す
る
に
あ
り
。　

さ
れ
は
余
が
講
義
は
【
研
究
の
】
入
門
に
し

て
研
究
の
目
的
を
【
そ
れ
を
基
と
し
て
】
そ
れ
よ
り
進
ん
で
は
じ
め
、

各
特

色
あ
る
研
究
を
な
す
べ
き
も
の
と
す
。

【
さ
て
】
実
地
の
問
題
と
し
て
の
■

（
不
明
）
　

　

こ
れ
よ
り
実
地
の
問
題
に
つ
い
て
の
事
項
を
少
し

く
述
べ
む
。

　

以
上
述
べ
た
る
所
に
よ
り
て
萬
葉
【
集
】
研
究
の
順
序
方

法
は
【
の
】
㐧
一
着
手
は
そ
の
底
本
の
問
題
な
り
【
る
】
を
知
る
べ

し
。
即
ち
、
わ
れ
ら
が
、
そ
れ
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
て

何
の
本
に
據
る
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
な
り
。　

こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
撰
者
の
自
筆
本
、
又
は
撰
者
當

時
の
本
現
在
せ
ば
、
直
ち
に
そ
れ
に
よ
る
べ
く
し
て
、
殆

ど
問
題
な
し
と
い
へ
ど
も
、
多
く
の
古
典
に
通
じ
て
原

本
の
存
在
す
と
い
ふ
も
の
は
殆
ど
な
き
こ
と
な
れ
ば
、

比
較
的
古
き
本
に
し
て
比
較
的
誤
な
き
本
に
よ
る
よ

り
外
に
方
法
な
し
と
い
ふ
べ
し
。
然
る
に
萬
葉
集
に

あ
り
て
は
こ
れ
も
亦
望
む
べ
か
ら
ず
。
こ
こ
に
止
む

を
得
ず
比
較
的
古
き
本
を
集
め
て
、
そ
れ
を
對
校
し
て

以
て
そ
の
直
し
と
思
は
る
べ
き
も
の
を
と
ら
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
幸
に
し
て
今
日
に
あ
り
て
は
校
本
萬
葉
集

の
著
あ
り
て
は
略
、
こ
の
目
的
を
達
せ
り
と
見
ゆ
れ
ば
、

大
体
に
於
い
て
こ
れ
を
【
研
究
の
】
基
礎
と
す
べ
き
な
り
。
さ
れ

と
校
本
萬
葉
集
に
も
誤
な
き
に
あ
ら
ず
、
又
そ
の　

後
に

も
発
見
せ
ら
れ
た
る
古
本
あ
れ
ば
、（
尼
崎
本
の
如
き
）
こ

れ
ら
も
常
に
對
校
す
べ
き
な
り
。

　

さ
て
か
く
諸
本
の
異
同
を
對
校
し
て
も
こ
れ
に
て

目
的
は
達
せ
り
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
甲

の
本
に
か
く
あ
り
乙
の
本
に
か
く
あ
り
、
丙
の
本
に
か

く
あ
り
と
い
ふ
如
く
文
字
返
々
た
る
と
き
に
、
い
づ
れ

に
よ
る
べ
き
か
。
か
ゝ
る
場
合
に
多
数
決
は
必
ず
し

も
正
し
き
こ
と
を
示
す
も
の
に
あ
ら
ず
。　

こ
れ
で
取

舎
し
て
正
し
と
認
む
る
も
の
を
と
る
は
学
者
の
見
識

に
属
す
。
然
れ
ど
も
、
そ
の
取
舎
の
方
針
は
必
ず
し
も

一
定
せ
ず
。　

こ
れ
を
決
定
す
る
に
は
汎
く
、
當
時
一
般

の
文
献
に
通
ず
る
該
博
な
る
知
識
と
當
時
の
文
字
言

語
等
に
つ
き
て
の
正
當
【
確
】
な
る
と
学
【
見
】
識
と
を
有
要
す
る

もの
に
し
て
こ
れ
の
上
に
缺
陥
あ
る
と
き
は
そ
の
判
断

は
往
々
誤
に
陥
る
こ
と
あ
り
。　

然
れ
ど
も
箇
人
に
あ

り
て
そ
の
学
識
に
お
の
づ
か
ら
限
界
あ
れ
ば
、
よ
く
こ

れ
を
判
断
し
て
【
常
に
】
正
鵠
を
逸
せ
ず
と
い
ふ
人
は
恐
ら
く

は
一
人
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
あ
る
学
者
の
判
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断
し
た
る
も
の
に
て
も
、
そ
れ
に
誤
あ
ら
ば
、
他
の
学
者

が
正
確
【
妥
當
】
な
立
脚
地
よ
り
こ
れ
を
是
正
せ
ざ
る
べ
か
ら

ず
。　

こ
れ
は
他
の
学
者
を
攻
撃
す
る
が
目
的
に
あ
ら

ず
し
て
学
術
の
正
確
を
期
せ
む
が
為
に
行
ふ
共
同
作

業
の
一
部
分
と
い
ふ
べ
き
も
の
な
り
と
す
。

　

さ
て
、
又
か
く
の
如
く
種
々
に
苦
心
し
て
も
そ
の
文

字
の
正
し
き
【
と
】
認
め
ら
る
べ
き
も
の
の
出
現
を
見
ざ
る

こ
と
あ
り
。
か
か
る
場
合
に
於
い
て
は
、
止
む
と
得
ず

こ
こ
に
誤
字
あ
り
と
認
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
あ

り
。
さ
れ
ど
、
か
く
誤
字
あ
り
と
い
ふ
こ
と
を
盛
ん
に

い
ふ
時
は
古
典
の
研
究
は
殆
ど
正
し
く
行
は
る
る
こ

と
殆
ど
な
く
な
り
、
学
者
の
私
見
を
逞
し
く
す
る
舞
臺
と

な
ら
む
恐
あ
り
。
現
に
萬
葉
集
に
て
も
【
従
来
】
か
ゝ
る
こ
と

の
為
に
幾
許
か
の
誤
解
誤
認
と
な
し
て
、
真
の
【
人
を
】

解
決
を
あ
や
ま
り
た
る
こ
と
少
か
ら
ず
。
忠
実
な

る
研
究
態
度
を
と
る
も
の
は
こ
の
誤
字
説
は
最
少
数

に
限
り
、
止
む
を
得
ざ
る
場
合
に
、
し
か
も
解
説
と
し

て
之
を
■

（
不
明
）出
す
る
に
止
む
る
態
度
を
と
る
を
■
（
不
明
）か
為

り
と
す
。
た
と
へ
ば
巻
一
巻
頭
の
歌
の

　
　

師
告

○

名
倍
手

　
　

我
許
者
背
【
止
】
齒
告
目

の
如
き
こ
れ
な
り
。

　

さ
て
底
本
の
文
字
の
認
定
を
終
ふ
れ
ば
、
次
の
問
題

は
文
字
に
つ
き
て
の
認
識
な
り
。
こ
れ
に
つ
き
て
は

　

一
字
一
字
に
つ
き
て
の
認
識

　

複
合
字
に
つ
き
て
の
研
究
【
認
識
】

の
方
面
あ
る
べ
し
て
思
ふ
。
そ
の
一
字
一
字
に
つ
き

て
の
認
識
は

　

一　

文
字
と
し
て
の
研
究

　

二　

そ
の
文
字
の
よ
み
方
の
【
を
國
語
に
あ
て
た
る
方
法
】
の
研

究
の　

の
二
の
方
面
あ
る
べ
し
。
か
く
て
、
そ
の
文
字

　
　

文
字
と
し
て
の
研
究

は
又

　

一
、【
そ
の
】
文
字
の
形
の
研
究

　

二
、
そ
の
文
字
の
意
音
の
研
究

の
二
の
方
面
あ
る
【
り
】。
今
、
先
づ
そ
の

　
　

一
字
一
字
の
形
の
研
究

に
つ
き
て
概
要
を
い
は
む
に
、
そ
の
文
【
字
の
】
形
が
、
現
代
に
用

ゐ
ら
る
る
も
の
と
全
然
同
じ
き
場
合
は
何
事
の
問
題

起
ら
ざ
る
が
如
し
と
い
へ
ど
も
、
若
し
そ
の
字
【
の
】
形
が
、
現

代
に
見
馴
れ
ざ
る
も
の
に
て
あ
る
場
合
、
又
そ
の
字
【
の
】
形

が
現
代
に
見
馴
れ
た
る
も
の
な
り
と
し
て
も
そ
の
よ

み
方
と
意
義
と
が
、
現
代
に
用
ゐ
る
も
の
と
異
な
る
も
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の
少
か
ら
ざ
る
あ
り
。
か
く
の
如
き
も
の
の
う
ち
に

は
支
那
に
て
既
に
行
は
れ
た
る
も
の
を
わ
が
國
に
て

援
用
せ
る
も
の
あ
り
、
又
わ
が
國
に
て
工
夫
せ
る
も
の

も
あ
る
べ
し
。
か
く
の
如
く
な
れ
ど
、
そ
の
造
字
の
方

式
は
【
国
と
し
て
】
支
那
よ
り
行
は
れ
た
る
も
の
に
準
據
せ
る
も
の

な
り
。
今
、
そ
れ
ら
に
つ
き
て
参
考
の
為
に
一
般
的
の

説
明
を
な
さ
む
。

　

漢
字
に
は
六
朝
頃
の
通
用
時
に
し
て
【
現
代
の
字
と
形
と
異
に
し

た
る
も
の
が
】
萬
葉
集
の
頃

に
用
ゐ
た
る
字
体
の
も
の
少
か
ら
ず
。
そ
の
二
三
例

を
あ
ぐ
。

　

○
宍　
（
肉
の
異
体
、
肉
よ
り
起
る
）

　
　
　

誤
り
て　

完　

と
す
る
こ
と
少
か
ら
ず
。

　
　

　
（
殺
の
異
体　

よ
り
起
る
）

　
　
　

後
に　

煞　

と
す
る
こ
と
あ
り
。

　
　

獦　
（
獵

　
　

关　
（
癸　

そ
の
基　

と
い
ふ
字
体
あ
り

古
代
【
六
朝
】
の
字
に
は
往
々
扁
の
「
弓
」
を
「
方
」
に
作
る
あ
り
。

　
　

　
　
（
引
ノ
古
体
）

　
　

　
　
（
巻
の
古
字

六
朝
の
字
に
は
往
々
扁
の
「
弓
」
を
「
方
」
に
す
る
あ
り
。

　
　

　
　
　
（
弘
）　

○

　
（
強
）

　
　

　
　
　
（
弥
）

「
方
」
扁
を
「
扌
」
に
作
る
あ
り
。

　
　

扵　
　
　
（
於
）

　
　

　
　
　
（
旅
）

「
匚
」
を
「
一
辶 

に
作
る
あ
り
。

　
　

　
　
（
匠
）　　
　

　
（
匿
）

　

○
　

　
（
匣 　

○

（
篋
）

　
　
　
　
　
　

珠

（
巻
三
、
376
）（
巻
七
1240
）

　
　
　
　
　
　

玉

（
巻
十
一
2678
）（
巻
十
二
2884
）

「
巾
」
と
「
忄
」
と
「
十
」
往
々
通
用
す
る
こ
と
あ
り
。

─
荎

─
經

　

　

旁
の
「

」
を
往
々
「
爪
」
に
つ
く
る
こ
と
あ
り
。

　
　
　

　
　
（
馴
）

　
　
　

釽　
　
（
釧
）

　
　
　

　
　
（
訓
）

又
　

○
　
　
（
射
、
説
文
に

　

二
体
あ
り
）

往
々
「
广
」
を
「
疒
」
と
す
る
こ
と
あ
り
。
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「
糠
」
を
米
穅
と
す
る
こ
と
あ
り
。「
率
」
を
「

」
に
作

る
こ
と
あ
り
。

　

漢
字
に
は
そ
の
慣
用
の
久
し
き
に
つ
れ
て
、
汎

き
意
義
の
も
の
が
、
固
定
し
て
狭
き
意
に
用
ゐ
ら
れ
、
又

は
汎
【
狭
】
き
意
義
の
も
の
が
、
擴
張
せ
ら
れ
て
廣
き
意
に
用
ゐ

ら
る
る
こ
と
少
か
ら
ず
。
か
ゝ
る
時
に
往
【
々
】
そ
の
【
も
と
の
】

意
義

を
【
の
】
固
定
を
示
さ
の
も
の
を
ば
忘
れ
、
ら
れ
、
て
種
々
の
変

形
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
。
た
と
え
ば
、

丘

─
山

─
岳

采

─
扌

─
採
（
巻
一
、
第
一
歌
）

岡

─
山

─
崗
（
巻
二
、
第
二
歌
）
以
下
■
（
不
明
）多
し

然

─
火

─
燃

巣

─
木

─
樔　
　

莫

─
日

─
暮

─
火

─
燻　
　

梁

─
木

─
樑

以
上
は
、
原
の
字
に
あ
る
部
分
を
再
び
加
へ
た
る
例
な

り
。

采

─
扌

─
採
（
巻
一
第
一
歌
）

衰

─
艹

─
蓑　
　

丘
─
山　

岳
（
巻
一
１　

以
下

要

─
月

─
腰

果

─
艹

─
菓

瓜

─
艹

─
苽

刈

─
艹

─
苅

兔

─
艹

─
菟　
　

縵

─
艹

─
蘰

帚

─
竹

─
箒

矢

─
竹

─
笶

云

─
雨

─
雲

七

─
亻

─
化

爭

─
言

─
諍

咨

─
言

─
諮

𢛳

─
彳

─
德

吝

─
忄

─
悋

晏

─
曰

─
　

回

─
辶

─
迴

周

─
辶

─
週

尊

─
木

─
樽

─

─
缶

─
罇

京

─
木

─
椋
（
巻
三
椋
橋
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
巻
九　

小
椋
山
）

原

─
氵

─
源

踀
─
氵　
　

澀

─
澁

笑

─
口

─
─
咲　
　
　

ヱ
マ
ン
花
ヱ

莫

─
日　
　

燕

─
鳥

─
　

舞

─
亻

─
儛
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以
上
の
外
に
漢
字
と
し
て
正
當
【
常
】
と
認
め
ら
れ
ざ
る

國
語
の
も
の
ま
ゝ
存
す
。
た
と
へ
ば
、

盤　
　

を
磐
の
字
と
同
様
に
用
ゐ
る
こ
と

垸　
　

を
埦
の
字
と
同
様
に
用
ゐ
る
こ
と

こ
れ
ら
は
そ
の
文
字
は
支
那
に
存
す
る
も
の
な
れ
ど
、

そ
の
意
本
来
別
の
も
の
な
り
。　

而
し
て
そ
れ
ら
は
恐

ら
く
は
支
那
に
て
既
に
用
ゐ
し
を
■

（
不
明
）用
せ
し
な
ら
む
。

盤
の
字
に
つ
い
て
は
支
那
に
ま
さ
し
く
そ
の
證
あ
り
。

「
垸
」
字
に
つ
き
て
は
未
た
そ
の
證
を
支
那
の
文
献
に
発

見
せ
ね
ど
、
な
ほ
支
那
傳
来
の
も
の
な
る
べ
し
。
又
本

邦
に
て
つ
く
れ
り
と
思
は
る
る
文
字
あ
り
。

桉
（
ク
ラ
）　
（
鞍
ヲ
木
ニ
ツ
ク
ル
ガ
故
カ
）

桙
（
ホ
コ
）　
（
鉾
ヲ
木
ニ
ツ
ク
ル
ガ
故
カ
）

梶
（
カ
ヂ
）

の
如
き
こ
れ
な
り
。

本
稿
は
富
山
市
立
図
書
館
山
田
孝
雄
文
庫
の
調
査
結
果
の
一
部
と
な

り
ま
す
。
富
山
市
立
図
書
館
の
皆
様
に
は
、
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜

り
ま
し
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
す
ず
き
・
み
ち
よ
、
創
価
大
学
学
士
課
程
教
育
機
構

総
合
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
特
任
助
教
）


