
【
論
文
概
要
】
拾
遺
和
歌
集
か
ら
副
助
詞
サ
ヘ
の
用
例
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
語
の
基
本
的
意
義
を
〈
周
縁
波
及
性
〉
に
求
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
記

述
す
る
。
そ
の
際
、
附
属
す
る
成
分
の
種
類
に
よ
っ
て
用
例
を
分
か
ち
、
主
格
成
分
に
つ
い
て
は
下
位
分
類
を
も
立
て
た
う
え
で
、〈
添
加
〉
に
ま
つ
わ
る
二
事
項
の
間
に

〔
本
体─

周
縁
〕
的
な
あ
り
か
た
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
用
例
ご
と
に
逐
一
検
討
す
る
。
そ
の
事
を
通
し
て
、
基
本
義
措
定
の
拠
り
所
を
求
め
、
併
せ
て
、
群
数
性
と
程

度
量
性
と
を
共
に
併
せ
持
つ
と
い
う
意
味
で
の
、
こ
の
語
の
副
助
詞
性
把
握
の
一
つ
の
支
え
と
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
拾
遺
集

副
助
詞

サ
ヘ

周
縁
波
及
性

群
数

程
度
量

は
じ
め
に

本
稿
は
、
拾
遺
和
歌
集
か
ら
副
助
詞
サ
ヘ
の
用
例
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
語
の
基
本

的
意
義
を
〈
周
縁
波
及
性
〉
に
求
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
使
わ
れ
方
の
記
述
を

試
み
る
も
の
で
あ
る
。

平
安
期
の
サ
ヘ
は
個
別
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
通
観
的
な
論
考
に

お
い
て
言
及
を
見
る
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
い
が
（
文
献
④
⑮
⑤
）、
サ
ヘ
が
ど
の
よ

う
な
意
義
的
個
性
に
お
い
て
〈
添
加
〉
の
用
法
を
担
い
え
て
い
る
か
を
尋
ね
る
こ
と
は

で
き
る
し
、
そ
れ
は
こ
の
語
の
副
助
詞
性
を
理
解
す
る
上
で
も
、
後
代
の
ダ
ニ
と
の
交

替
現
象
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
、役
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。そ
う
し
た
考
え
方
か
ら
、

前
々
稿
お
よ
び
前
稿
で
古
今
集
や
後
撰
集
の
サ
ヘ
に
つ
い
て
見
て
き
た（
文
献
⑬
⑭
）。

即
ち
、
あ
る
文
中
で
サ
ヘ
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
接
す
る
語
句
が
本
体
的
と
見
な

さ
れ
る
要
素
に
対
し
て
周
縁
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
本
体
に
備
わ
る
あ

り
方
を
波
及
的
に
共
有
す
る
形
で
そ
れ
に
添
い
加
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
示
す
と
い
う
点

に
サ
ヘ
の
基
本
的
性
質
を
求
め
（
注
①
）、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お
い
て
、
添
加

に
ま
つ
わ
る
二
事
項
間
に
〔
本
体─

周
縁
〕
的
な
関
係
が
分
析
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ

て
右
の
基
本
義
措
定
の
拠
り
所
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
拾
遺
集
の

用
例
に
素
材
を
求
め
て
同
様
の
検
討
を
試
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、〈
周
縁
波
及
性
〉

と
い
う
こ
の
語
の
基
本
義
の
措
定
を
些
か
な
り
と
も
着
実
な
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
、
サ
ヘ
の
用
例
凡
そ
二
十
五
例
を

次
の
よ
う
に
分
か
ち
な
が
ら
見
て
ゆ
く
が
（
注
②
）、
そ
れ
は
、
群
数
性
と
程
度
量
性

と
を
共
に
併
せ
持
つ
と
い
う
意
味
で
の
こ
の
語
の
副
助
詞
性
（
注
③
）
を
、
こ
の
文
献

で
の
用
例
の
限
り
に
確
か
め
る
作
業
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
主
格
成
分

一
八
例

（
2
）
対
格
成
分

二
例

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ

平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）

田

中

敏
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『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

七
三
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（
3
）
ニ
格
成
分

一
例

（
4
）
時
の
成
分

三
例

（
5
）
引
用
成
分

一
例

〔
合
計

二
五
例
〕

一

主
格
成
分
に
附
属
す
る
も
の

主
格
成
分
に
附
属
す
る
サ
ヘ
は
十
八
例
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
、〈
添
加
〉
の
な
さ
れ

る
項
目
ど
う
し
の
関
係
か
ら
次
の
よ
う
に
分
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Ａ：

自
然
か
ら
人
間
へ

Ｂ：

人
間
か
ら
自
然
へ

Ｃ：

人
間
か
ら
人
間
へ

Ｄ：

自
然
か
ら
自
然
へ

Ｅ：

主
副
的
連
繋

第
一
に
、
Ａ
〔
自
然
か
ら
人
間
へ
〕
と
い
う
方
向
で
〈
添
加
〉
の
な
さ
れ
る
も
の
と

し
て
は
、
次
の
一
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
年
ご
と
に
春
の
な
が
め
は
せ
し
か
ど
も
身
さ
へ
ふ
る
と
も
思
は
ざ
り
し
を

（
雑
春
・
一
〇
五
七
、
不
知
）

右
は
「
長
雨─

降
る
」「
眺
め─

古
る
」
と
い
っ
た
重
層
的
な
仕
立
て
に
な
っ
て

い
る
。「
年
ご
と
に
春
に
つ
き
も
の
の
長
雨
は
降
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
に
毎
年
も

の
思
い
に
耽
っ
て
い
る
う
ち
に
、
長
雨
が
降
る
ば
か
り
で
な
く
、
私
自
身
ま
で
も
が
古

び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
思
い
も
懸
け
な
い
こ
と
だ
」
と
の
謂
で
あ
ろ
う
。「
雑
春
」

の
部
立
て
を
重
ん
ず
れ
ば
、
長
雨
が
降
る
と
い
う
自
然
の
事
象
が
第
一
の
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
人
間
に
つ
い
て
も
「
古
る
」
と
い
う
こ
と
が
加
わ
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ

よ
う
。〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
に
即
し
て
働
い
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
Ｂ
〔
人
間
か
ら
自
然
へ
〕
と
い
う
方
向
で
〈
添
加
〉
の
な
さ
れ
る
も
の
と

し
て
は
、
次
の
三
例
が
見
ら
れ
る
。

①
君
な
く
て
立
朝
霧
は
藤
衣
池
さ
へ
き
る
ぞ
悲
し
か
り
け
る

（
哀
傷
・
一
二
八
八
、
敦
忠
）

②
頼
め
つ
ゝ
別
し
人
を
待
つ
ほ
ど
に
年
さ
へ
せ
め
て
う
ら
め
し
き
哉

（
雑
恋
・
一
二
七
三
、
貫
之
）

③
我
が
背
子
を
我
が
恋
ひ
を
れ
ば
我
が
宿
の
草
さ
へ
思
ひ
う
ら
枯
れ
に
け
り

（
恋
三
・
八
四
五
、
人
麿
）

①
は
詞
書
に
《
朱
雀
院
の
御
四
十
九
日
の
法
事
に
、
か
の
院
の
池
の
面
（
お
も
）
に

霧
の
立
ち
わ
た
り
て
侍
け
る
を
見
て
》と
あ
る
。
朱
雀
院
の
崩
御
は
天
暦
六（
九
五
二
）

年
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
院
の
御
所
の
池
に
霧
の
立
ち
こ
め
て
い
る
の
を
、
喪
服
の
薄
墨

色
に
見
な
し
て
詠
ん
で
い
る
。「
私
ど
も
が
藤
衣
を
着
る
ば
か
り
で
な
く
、
池
ま
で
も

が
薄
墨
色
に
な
っ
て
そ
れ
を
�
き
る
�
よ
う
に
見
え
る
の
が
悲
し
い
こ
と
だ
」
の
意
で

あ
ろ
う
。
喪
服
を
着
る
と
い
う
の
は
本
来
人
間
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
人
間
を
取
り
巻
く
環
境
と
し
て
の
自
然
に
ま
で
想
像
力
の
視
覚
を
通
し
て
及
ん
で
ゆ

く
。
そ
ん
な
形
で
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

②
は
詞
書
に
《
年
の
終
に
人
待
ち
侍
け
る
人
の
詠
み
侍
け
る
》
と
あ
る
。
空
頼
め
を

恨
む
歌
で
あ
る
。
来
て
く
れ
な
い
人
ば
か
り
で
な
く
、
終
わ
り
の
迫
り
来
る
年
ま
で
も

が
切
に
恨
め
し
い
の
意
で
あ
ろ
う
（
注
④
）。
約
束
を
反
故
に
す
る
人
こ
そ
「
恨
め
し
」

と
い
う
情
意
の
向
か
う
対
象
と
し
て
本
来
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
、
容
赦
な
く
流
れ
去
る
時
ま
で
も
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
そ
う
し
た
〈
添
加
〉
の

行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
語
の
基
本
的
意
義
が
よ
く
見
て
取
れ
よ
う（
注
⑤
）。

③
は
、
万
葉
歌
の
摂
取
で
あ
る
（
巻
十
一
・
二
四
六
五
、
寄
物
陳
思
）。
万
葉
で
は

初
句
《
我
背
児
尓
》
で
あ
り
、
末
句
《
浦
乾
来
》
は
今
は
「
う
ら
ぶ
れ
に
け
り
」
と
訓

ま
れ
て
い
る
（
注
⑥
）。「
う
ら
ぶ
る
」
だ
と
《
し
よ
ん
ぼ
り
と
力
な
く
、
心
の
萎
れ
る

や
う
な
状
態
》（
万
葉
集
巻
五
・
八
七
七
の
澤
瀉
氏
注
釈
）を
表
わ
す
が
、「
う
ら
枯
る
」

だ
と
「
葉
末
が
枯
れ
る
」
の
意
と
な
る
（
注
⑦
）。
歌
意
は
、「
愛
し
い
人
を
恋
い
慕
っ

て
い
る
と
、
家
の
庭
の
草
ま
で
も
が
思
い
の
た
め
に
葉
末
を
枯
ら
し
て
し
ま
っ
た
」
と

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

七
四
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い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
思
慕
の
情
に
心
萎
れ
る
状
態
と
い
う
の
は
も
と
よ
り
人
間
に

あ
っ
て
こ
そ
本
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
そ
れ
に
共
感
す
る
か
の
よ
う
に
植
物

の
あ
り
方
に
ま
で
そ
れ
が
及
ん
で
ゆ
く
。
そ
う
し
た
点
に
〔
本
体─

周
縁
〕
的
な
あ

り
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
三
に
、
Ｃ
〔
人
間
か
ら
人
間
へ
〕
と
い
う
方
向
で
の
〈
添
加
〉
と
し
て
は
、
次
の

よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
彦
星
の
妻
待
つ
宵
の
秋
風
に
我
さ
へ
あ
や
な
人
ぞ
恋
し
き（
秋
・
一
四
二
、躬
恒
）

②
か
く
許
う
し
と
思
に
恋
し
き
は
我
さ
へ
心
二
つ
有
け
り（
恋
五
・
九
八
九
、不
知
）

③
雲
井
な
る
人
を
遥
か
に
思
ふ
に
は
我
が
心
さ
へ
空
に
こ
そ
な
れ

（
恋
四
・
九
〇
九
、
源
経
基
）

④
わ
び
人
は
う
き
世
中
に
生
け
ら
じ
と
思
事
さ
へ
か
な
は
ざ
り
け
り

（
雑
上
・
五
〇
五
、
源
景
明
）

⑤
い
か
で
か
と
思
心
の
あ
る
時
は
お
ぼ
め
く
さ
へ
ぞ
う
れ
し
か
り
け
る

（
恋
一
・
六
九
三
、
不
知
）

①
は
、
詞
書
に《
延
喜
御
時
屏
風
歌
》と
あ
る
。
抄
に《
秋
の
夜
は
物
さ
び
し
く
て
、

お
の
づ
か
ら
人
も
恋
し
く
覚
ゆ
れ
ば
》
と
あ
る
の
が
、
心
理
的
な
素
地
を
よ
く
説
き
尽

し
て
い
よ
う
。「
我
さ
へ
あ
や
な
」
は
《
私
ま
で
が
な
ぜ
か
わ
け
も
な
く
》（
新
大
系
）

の
意
で
あ
る
。
七
夕
の
当
事
者
か
ら
、
そ
の
光
景
を
想
像
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
者
へ

と
い
う
形
で
〈
添
加
〉
が
な
さ
れ
て
い
る
。〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
う

し
た
あ
り
方
に
即
し
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

②
は
、
季
吟
の
抄
に
《
う
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
と
、
恋
し
き
心
と
ふ
た
つ
有
と
也
》

と
あ
る
の
が
明
快
で
あ
ろ
う
。「
二
心
」
と
は
本
来
不
実
な
心
の
所
産
で
あ
り
、
相
手

の
場
合
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
ま
と
も
に
「
心
二
つ
有
り
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
詠
み
手
の
場
合
は
、
相
手
の
浮
薄
さ
に
よ
っ
て
こ
そ

心
が
引
き
裂
か
れ
た
の
で
あ
り
、
本
来
「
二
心
」
と
は
無
縁
な
は
ず
の
一
途
さ
の
中
で

の
、
一
面
で
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
〔
本
体─

周

縁
〕
的
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
サ
ヘ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
お

い
て
、
周
縁
波
及
的
な
〈
添
加
〉
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

③
は
詞
書
に
《
遠
き
所
に
思
ふ
人
を
置
き
侍
て
》
と
あ
る
。
歌
意
は
「
あ
な
た
の
居

る
所
が
遠
方
で
ま
る
で
雲
の
居
る
空
の
よ
う
な
所
な
も
の
で
す
か
ら
、
あ
な
た
を
思
う

私
の
心
ま
で
も
が
上
の
空
と
い
う
空
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
い
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
相
手
の
「
雲
井
遥
か
な
状
態
」
は
、
い
わ
ば
既
定
の
客
観
的
な
状

況
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
我
が
心
の
「
空
」
な
る
状
態
は
そ
れ
に
よ
っ
て
二
次
的
に
惹

き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
周
縁
的
な
位
置
を
占
め
る
。〈
周
縁
波
及

性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う

（
注
⑧
）。

④
は
、
詞
書
に
《
つ
か
さ
申
に
賜
は
ら
ざ
り
け
る
頃
、
人
の
と
ぶ
ら
ひ
に
お
こ
せ
た

り
け
る
返
事
に
》
と
あ
る
。《
我
昇
進
の
か
な
は
ぬ
歎
き
》（
抄
）
が
一
首
の
眼
目
で
あ

る
。
生
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
の
願
い
か
ら
、
生
き
る
こ
と
自
体
を
放
棄
す
る

願
い
へ
と
い
う
形
で
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
と
い

う
も
の
は
生
き
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
こ
そ
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
生

き
る
こ
と
自
体
は
自
明
の
こ
と
が
ら
と
し
て
願
い
の
内
容
の
埒
外
に
あ
る
は
ず
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
に
ま
で
（
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
い
う
否
定
的
な
思
い
か
ら

で
は
あ
れ
）
願
い
の
触
手
が
及
ん
で
く
る
。
そ
う
し
た
点
に
〔
本
体─

周
縁
〕
的
な

〈
添
加
〉
の
あ
り
よ
う
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
注
⑨
）。

⑤
の
「
お
ぼ
め
く
」
は
《
し
ら
ず
が
ほ
に
あ
へ
し
ら
ふ
》（
抄
）
の
義
で
あ
り
、《
少

し
と
り
あ
へ
る
も
只
な
る
よ
り
は
悦
ぶ
》（
同
）
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
様
々
に
あ
り

う
る
相
手
の
反
応
の
う
ち
も
っ
と
も
嬉
し
い
の
は
も
と
よ
り
逢
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
と
い
っ
た
ふ
う
な
、

そ
ん
な
こ
と
ま
で
も
が
嬉
し
い
、
と
の
趣
意
で
あ
る
。
価
値
的
に
上
位
の
も
の
に
対
し

て
下
位
の
も
の
が
添
い
加
わ
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
④
⑤
は
或
る
人
に
お
け
る
二
つ
の
思
い
や
所
作
を
め
ぐ
る
〈
添

加
〉
で
あ
っ
て
、
或
る
人
に
他
の
人
が
加
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
人
間
に
ま
つ
わ
る

と
い
う
限
り
に
姑
く
こ
こ
に
含
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
）。

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

七
五
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第
四
に
、
Ｄ
〔
自
然
か
ら
自
然
へ
〕
と
い
う
方
向
で
の
〈
添
加
〉
と
し
て
は
、
次
の

よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

①
天
の
原
空
さ
へ
さ
え
や
渡
ら
ん
氷
と
見
ゆ
る
冬
の
夜
の
月

（
冬
・
二
四
二
、
恵
慶
法
師
）

②
千
と
せ
ふ
る
松
が
崎
に
は
む
れ
ゐ
つ
ゝ
鶴
さ
へ
あ
そ
ぶ
心
あ
る
ら
し

（
神
楽
歌
・
六
〇
七
、
元
輔
）

③
あ
た
ら
し
き
年
に
は
あ
れ
ど
も
鶯
の
鳴
く
音
さ
へ
に
は
変
ら
ざ
り
け
り

（
雑
春
・
一
〇
〇
二
、
不
知
）

④
梁
見
れ
ば
河
風
い
た
く
吹
く
時
ぞ
浪
の
花
さ
へ
落
ち
ま
さ
り
け
る

（
雑
春
・
一
〇
六
一
、
貫
之
）

⑤
新
し
き
春
さ
へ
近
く
な
り
ゆ
け
ば
ふ
り
の
み
ま
さ
る
年
の
雪
哉

（
冬
・
二
五
五
、
能
宣
）

⑥
い
つ
し
か
と
暮
を
待
つ
間
の
大
空
は
曇
る
さ
へ
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ

（
恋
二
・
七
二
二
、
不
知
）

⑦
水
無
月
の
土
さ
へ
裂
け
て
照
る
日
に
も
我
が
袖
干
め
や
妹
に
逢
は
ず
し
て

（
恋
三
・
八
二
五
、
不
知
）

①
は
、
詞
書
に
《
月
を
見
て
詠
め
る
》
と
あ
り
、
家
集
に
は
《
冬
の
よ
の
月
》
と
あ

る
（
一
一
六
。
但
し
第
三
句
《
ま
さ
る
ら
む
》。
新
編
大
観
に
よ
る
）。
本
体
と
し
て
の

月
自
身
の
発
す
る
冷
え
冷
え
と
し
た
あ
り
方
が
、
あ
た
か
も
放
射
さ
れ
る
光
の
影
響
を

被
る
か
の
よ
う
に
、
大
空
全
体
へ
と
及
ぼ
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
ん
な
あ
り
方
で
の〈
添
加
〉

が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
う
し
た
点
に

見
て
取
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

②
は
、「
松
が
崎
と
い
う
名
前
に
は
千
年
を
経
る
と
い
う
意
味
が
備
わ
る
が
、
そ
の

千
年
と
い
う
こ
と
に
ゆ
か
り
の
深
い
鶴
ま
で
も
が
飛
び
来
た
っ
て
舞
い
遊
ぶ
」
と
い
う

意
味
の
歌
で
あ
る
。「
松
が
崎
」
は
地
名
で
あ
り
確
乎
不
動
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
鶴
は
浮
動
的
で
あ
り
偶
有
的
に
そ
こ
に
共
存
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た

意
味
で
〔
本
体─

周
縁
〕
的
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

③
は
、「
年
は
新
し
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
鶯
の
鳴
き
声
ま
で
も
が
そ
れ
と
共
に
変

わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
の
趣
意
で
あ
ろ
う
。
年
が
改
ま
る
こ
と
は
こ
の
世

界
全
体
に
か
か
わ
る
包
括
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
鶯
の
鳴
き
声
は
森
羅
万
象
中
の

ほ
ん
の
一
瑣
事
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
〔
本
体─

周
縁
〕
的
な
関

係
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
文
全
体
と
し
て
は
否
定
の
は
た
ら
き
を
受
け
て
変

化
が
そ
こ
に
ま
で
は
及
ば
な
い
こ
と
を
表
わ
す
が
、否
定
さ
れ
る
こ
と
が
ら
自
体
は〈
周

縁
波
及
性
〉
の
意
義
に
基
づ
く
〈
添
加
〉
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
注

⑩
）。④

は
、
詞
書
に《
延
喜
御
時
、
御
屏
風
に
》と
あ
り
、
貫
之
集（
一
一
九
）で
は《
簗
》

と
題
す
る
（
係
り
結
び
は
「
ぞ─

け
る
」
で
は
な
く「
は─

け
り
」と
な
っ
て
い
る
）。

《
魚
ば
か
り
で
な
く
、
波
の
花
ま
で
が
一
段
と
多
く
落
ち
か
か
る
》（
新
大
系
）
の
意

で
あ
ろ
う
。
梁
本
来
の
は
た
ら
き
か
ら
言
え
ば
魚
こ
そ
が
そ
こ
に
落
ち
か
か
っ
て
然
る

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
激
し
い
風
に
よ
っ
て
梁
の
目
的
と
は
無
縁
で
あ
る
は
ず
の
波
の

花
ま
で
も
が
そ
れ
に
加
え
て
落
ち
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
形

で
、
周
縁
波
及
的
な
〈
添
加
〉
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

⑤
は
、
詞
書
に
《
屏
風
に
》
と
あ
る
。
通
常
の
時
の
推
移
の
う
え
に
、
特
に
新
年
が

近
づ
く
と
い
う
こ
と
ま
で
も
が
添
い
加
わ
る
の
で
、
い
よ
い
よ
雪
が
降
り
ま
さ
り
、
年

も
ひ
た
す
ら
古
く
な
る
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
時
が
経
つ
こ
と
自
体
は
い
つ
と
限
ら
ず
常

に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
た
っ
た
一
度
の
区
切
り
で
あ

る
新
年
と
い
う
も
の
ま
で
も
が
近
づ
い
て
く
る
。
そ
ん
な
形
で
の
〈
添
加
〉
が
な
さ
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
う
し
た
あ
り
か
た
に
お

い
て
働
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

⑥
は
、「
暮
れ
る
の
待
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
の
暮
れ
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で

な
く
、
単
に
曇
る
と
い
う
こ
と
ま
で
も
が
嬉
し
い
も
の
に
思
わ
れ
て
く
る
」
と
い
っ
た

趣
意
の
歌
で
あ
る
。
Ｃ
・
⑤
の
「
お
ぼ
め
く
さ
へ
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ

で
も
、
本
来
的
に
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
か
ら
、
望
ま
し
さ
に
お
い
て
そ
れ
に
劣
る

こ
と
が
ら
へ
「
う
れ
し
」
と
感
ず
る
対
象
が
及
ん
で
く
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

七
六
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古

今

後

撰

拾

遺

Ａ：

自
然
か
ら
人
間
へ

Ｂ：

人
間
か
ら
自
然
へ

Ｃ：

人
間
か
ら
人
間
へ

Ｄ：

自
然
か
ら
自
然
へ

Ｅ：

主
副
的
連
繋

八
例

三
例

二
例

／九
例

五
例

六
例

／二
例

六
例

一
例

三
例

五
例

七
例

二
例

合

計

二
二
例

一
九
例

一
八
例

形
で
の
〈
添
加
〉
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

⑦
は
、
我
が
袖
の
涙
は
灼
け
つ
く
よ
う
な
真
夏
の
日
射
し
に
も
決
し
て
乾
く
こ
と
は

な
い
む
ね
詠
じ
て
い
る
。「
土
さ
へ
裂
け
て
」
は
、
熱
暑
の
も
た
ら
す
結
果
面
か
ら
そ

の
激
し
さ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
「
し
る
し
の
て
」
の
例
と
し

て
こ
の
歌
が
引
か
れ
て
い
る
（
文
献
⑯
、
三
一
三
頁
）。
こ
こ
で
の
サ
ヘ
に
よ
る
添
加

は
、
結
果
的
事
態
と
し
て
ご
く
通
常
の
も
の
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い

か
と
思
わ
れ
る
。「
単
に
気
温
が
上
が
っ
た
り
、
水
気
が
無
く
な
っ
た
り
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
地
面
ま
で
も
が
干
涸
び
裂
け
て
」
と
い
っ
た
ふ
う
な
気
味
あ
い
で
あ
る
。
太

陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
通
常
惹
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
め
っ
た
に
見
ら
れ

な
い
よ
う
な
事
象
が
添
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
に
〔
本
体─

周
縁
〕
的
な
あ

り
よ
う
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。

第
五
に
、
Ｅ
〔
主
副
的
連
繋
〕
と
も
言
う
べ
き
あ
り
よ
う
を
踏
ま
え
て
〈
添
加
〉
の

な
さ
れ
る
も
の
が
二
例
見
え
る
。

①
行
末
の
し
る
し
許
に
残
る
べ
き
松
さ
へ
い
た
く
老
い
に
け
る
哉

（
雑
上
・
四
六
一
、
道
済
）

②
た
こ
の
浦
の
底
さ
へ
に
ほ
ふ
藤
浪
を
か
ざ
し
て
行
か
ん
見
ぬ
人
の
た
め

（
夏
・
八
八
、
人
麿
）

①
は
、
詞
書
に
《
河
原
院
の
古
松
を
詠
み
侍
け
る
》
と
あ
る
。
本
体
と
し
て
の
河
原

の
院
に
対
し
て
、
そ
の
存
在
の
僅
か
な
が
ら
も
の
痕
跡
と
し
て
の
松
が
添
い
加
わ
っ
て

い
る
。
老
朽
に
よ
る
衰
滅
が
本
体
か
ら
そ
の
付
属
物
へ
と
及
ん
で
く
る
わ
け
で
あ
っ

て
、
そ
う
し
た
点
に
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
は
、
詞
書
に
《
た
こ
の
浦
の
藤
花
を
見
侍
て
》
と
あ
る
。「
底
」
は
、
事
実
上
水

底
に
映
っ
た
写
像
と
し
て
の
藤
の
花
を
指
し
て
い
よ
う
（
万
葉
で
は
直
前
の
家
持
の
歌

に
《
藤
波
の
影
な
す
海
の
底
清
み
》
と
あ
る
。
本
文
は
新
大
系
）。《
実
像
の
花
に
、
虚

像
の
花
ま
で
加
わ
る
》（
新
大
系
）
と
説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。〔
本
体─

周
縁
〕
的

な
関
係
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
あ
り
方

に
即
し
て
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑪
）。

以
上
、
主
格
成
分
に
附
属
す
る
サ
ヘ
に
つ
い
て
、
添
加
に
ま
つ
わ
る
二
事
項
に
お
け

る
内
容
面
で
の
あ
り
方
を
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
け
な
が
ら
見
て
き
た
。
こ
れ
を
、
古

今
や
後
撰
で
の
あ
り
方
と
較
べ
る
と
【
表
Ⅰ
】
の
よ
う
に
な
る
（
対
照
の
便
の
た
め
、

Ａ
〜
Ｅ
の
符
号
付
け
は
本
稿
の
そ
れ
に
揃
え
て
あ
る
。
古
今
を
扱
っ
た
前
々
稿
で
は
Ｅ

は
独
立
の
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
後
撰
を
扱
っ
た
前
稿
で
は
Ｃ
「
人
間
か
ら

人
間
へ
」の
用
例
を
欠
く
た
め
、こ
こ
で
の
Ｄ
・
Ｅ
は
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
・
Ｄ
と
な
っ
て
い
る
）。

【
表
Ⅰ
】

こ
の
表
か
ら
見
て
取
ら
れ
る
一
つ
の
傾
向
は
、
Ａ
や
Ｂ
が
減
っ
て
、
Ｃ
や
Ｄ
が
増
え

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
事
と
自
然
と
を
絡
み
あ
わ
せ
、
そ
の
対
立
交
錯
の
中
で
歌

を
組
み
立
て
る
の
が
古
今
歌
人
た
ち
の
行
き
方
で
あ
っ
た
（
文
献
�
）。
拾
遺
集
で
は

そ
の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
が
潜
ま
り
、
自
然
や
人
間
を
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
上
げ
る
行

き
方
が
表
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た─

─

そ
ん
な
移
り
ゆ
き
の
姿
を
（
主
格
成
分
に

附
属
す
る
サ
ヘ
を
通
し
て
見
た
限
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
）
読
み
取
る
こ
と
も
で
き

な
く
は
な
い
。
拾
遺
集
の
特
徴
と
し
て
「
平
明
化
」
と
い
う
こ
と
が
文
藝
史
家
に
よ
っ

て
言
わ
れ
る
が
（
文
献
③
、
二
七
一
頁
以
下
）、
右
の
よ
う
な
移
り
ゆ
き
に
そ
う
し
た

傾
向
が
影
を
落
と
し
て
い
る
と
考
え
る
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
附
会
と
も
言
え
な
か
ろ

う
。
Ｅ
の
主
副
的
連
繋
が
少
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
素
材
面
に
お
け
る
二
項

の
繋
が
り
を
利
し
て
巧
む
詠
み
方
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
と
歩
み
を

同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
添
加
に
ま
つ
わ
る
内
容
面
で
の
移
り
行
き
で

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

七
七
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あ
っ
て
、
些
か
の
感
触
の
異
な
り
を
感
じ
取
ら
せ
は
す
る
に
し
て
も
、
サ
ヘ
自
身
が
決

定
的
に
変
質
し
た
こ
と
を
物
語
る
と
ま
で
は
考
え
な
く
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
サ
ヘ
は
否
定
の
外
側
に
も
内
側
に
も
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き

た
し
（
Ｃ
・
④
、
Ｄ
・
③
。
注
⑨
⑩
も
参
照
）、
ま
た
次
節
で
見
る
よ
う
に
仮
定
条
件

句
や
禁
止
文
で
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
（
九
八
五
・
時
の
成
分
③
、
三
一
・
対
格

成
分
①
）。
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
自
体
は
、
古
今
や
後
撰
の
サ
ヘ
と
ほ
ぼ
同
質
の
ふ
る

ま
い
方
を
し
て
い
る
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
ら
で
あ
る
。

二

主
格
以
外
の
成
分
に
附
属
す
る
も
の

冒
頭
に
も
掲
げ
た
よ
う
に
、
主
格
以
外
の
成
分
に
附
属
す
る
サ
ヘ
に
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。

対
格
成
分

二
例

ニ
格
の
成
分

一
例

時
の
成
分

三
例

引
用
成
分

一
例

〔
合
計

七
例
〕

ま
ず
、
対
格
成
分
に
附
属
す
る
サ
ヘ
は
、
次
の
二
例
で
あ
る
。

①
匂
を
ば
風
に
添
ふ
と
も
梅
花
色
さ
へ
あ
や
な
あ
だ
に
散
ら
す
な

（
春
・
三
一
、
能
宣
）

②
衣
だ
に
中
に
有
し
は
う
と
か
り
き
逢
は
ぬ
夜
を
さ
へ
隔
て
つ
る
か
な

（
恋
三
・
七
九
八
、
不
知
）

①
は
、
風
の
影
響
を
蒙
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
、「
匂
ひ
」
に
「
色
」
を
加
え
る
形
で

〈
添
加
〉
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
匂
ひ
」
が
風
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
は
固
よ

り
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
花
そ
れ
自
体
を
散
ら
す
こ
と
は
全
く
あ
ら
ず
も
が
な
の

余
計
な
し
わ
ざ
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
周
縁
波
及
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑫
）。

②
は
、《「
だ
に
」
と
「
さ
へ
」
と
に
、
愛
情
の
推
移
が
対
照
的
に
示
さ
れ
て
い
る
》

（
新
大
系
）
と
評
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
衣
が
隔
て
る
だ
け
で
も
も
ど
か
し
く
思
う
ほ
ど

親
密
な
仲
で
あ
っ
た
の
に
、
今
で
は
衣
ど
こ
ろ
か
逢
わ
ぬ
夜
と
い
う
時
間
ま
で
を
も
隔

て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
意
で
あ
ろ
う
。
不
本
意
な
も
の
の
度
合
い
と
し
て
は
む
し
ろ
大

き
な
要
素
へ
向
か
っ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、
衣
を
隔
て
る
こ
と
さ
え
も
ど
か
し
く

感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
親
密
な
仲
で
あ
っ
た
状
態
に
身
を
置
い
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
幾
夜

も
隔
て
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
思
い
も
寄
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で

周
縁
的
な
要
素
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
サ
ヘ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
に
即
し

て
自
身
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
、
ニ
格
の
成
分
に
附
属
す
る
サ
ヘ
と
し
て
は
、
次
の
一
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
夢
に
さ
へ
ひ
と
の
つ
れ
な
く
見
え
つ
れ
ば
寝
て
も
覚
め
て
も
物
を
こ
そ
思
へ

（
恋
四
・
九
一
九
、
不
知
）

右
は
「
現
実
の
世
界
ば
か
り
で
な
く
夢
の
世
界
に
あ
っ
て
ま
で
も
」
と
い
っ
た
意
味

で
の
添
加
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
世
界
は
そ
れ
こ
そ
が
本
当
に
世
界
と
呼
ぶ
に
値
す
る
も

の
と
し
て
確
乎
た
る
存
在
感
を
備
え
る
の
に
対
し
て
、
夢
の
世
界
は
い
わ
ば
そ
の
模
写

物
で
あ
り
、
存
在
感
の
欠
如
と
引
き
換
え
に
可
変
性
を
帯
び
た
世
界
で
も
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
不
確
定
で
二
次
的
な
世
界
に
ま
で
現
実
と
同
様
の
不
本
意
な
あ
り
方
が
及
ん
で

く
る
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
添
加
だ
と
言
え
よ
う
。〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
も
ま

た
そ
う
し
た
点
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
時
を
表
わ
す
成
分
に
附
属
す
る
サ
ヘ
と
し
て
は
、
次
の
三
例
が
あ
る
。

①
今
日
さ
へ
や
よ
そ
に
見
る
べ
き
彦
星
の
立
ち
な
ら
す
ら
ん
天
の
河
浪

（
恋
二
・
七
七
二
、
不
知
）

（
こ
よ
ひ
）

②
白
浪
の
う
ち
し
き
り
つ
ゝ
今
夜
さ
へ
い
か
で
か
ひ
と
り
寝
る
と
か
や
君

（
恋
四
・
八
五
一
、
不
知
）

③
怨
て
の
後
さ
へ
人
の
つ
ら
か
ら
ば
い
か
に
言
ひ
て
か
音
を
も
泣
か
ま
し

（
恋
五
・
九
八
五
、
不
知
）

①
の
「
よ
そ
に
」
は
「
他
人
事
と
し
て
」
の
意
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
新
大
系
、
七
七

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

七
八
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一
番
歌
・
脚
注
）。
歌
意
は
「
七
夕
の
逢
瀬
で
あ
る
今
日
と
い
う
日
に
ま
で
も
、
彦
星

の
踏
み
渡
る
天
の
川
の
河
浪
を
よ
そ
事
と
し
て
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
（
逢
え

な
い
の
だ
ろ
う
か
）」と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
サ
ヘ
は
、「
ふ
だ
ん
の
日
に
加
え
て
、

七
夕
の
逢
瀬
で
あ
る
今
日
と
い
う
日
に
ま
で
も
」
と
い
っ
た
意
味
で
の
添
加
を
表
わ
し

て
い
る
。「
よ
そ
に
見
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
仕
方
の
な
い
ふ
だ
ん

の
日
か
ら
、そ
れ
が
取
り
除
か
れ
て
も
よ
い
よ
う
な
特
別
な
日
へ
と
推
し
及
ぼ
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
点
に
〔
本
体─

周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

②
の
「
う
ち
し
き
り
つ
つ
」
に
つ
い
て
は
、
季
吟
の
抄
に
《
打
し
き
り
つ
ゝ
御
使
ひ

は
給
り
て
の
心
也
》
と
あ
り
、
新
大
系
も
こ
れ
を
引
く
。「
い
か
で
か
独
り
寝
る
」
ま

で
が
相
手
か
ら
の
ご
機
嫌
伺
い
の
言
葉
で
あ
り
、「
と
か
や
君
」
で
そ
れ
を
受
け
て
「
そ

ん
な
こ
と
を
お
尋
ね
に
な
る
の
で
す
か
」
の
意
で
訪
ね
返
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
姑
く

こ
の
解
に
よ
る
な
ら
ば
、「
こ
れ
ま
で
さ
ん
ざ
ん
繰
り
返
し
て
き
た
通
り
一
遍
の
ご
挨

拶
を
、こ
れ
ま
で
に
加
え
て
今
日
も
ま
た
な
さ
る
の
で
す
か
」と
い
っ
た
趣
意
に
な
る
。

訪
れ
を
待
つ
身
か
ら
す
れ
ば
、
肩
す
か
し
の
日
が
重
な
れ
ば
重
な
る
ほ
ど
そ
れ
を
厭
う

気
持
ち
も
ま
た
募
っ
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
訪
れ
な
い
状
態
が
ま
だ
し
も
容
認

で
き
る
時
点
か
ら
そ
う
で
な
い
時
点
へ
と
拡
が
っ
て
ゆ
く
体
の
〈
添
加
〉
が
な
さ
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

③
に
つ
い
て
は
、
季
吟
の
抄
に
《
つ
ら
き
人
を
恨
る
は
、
其
恨
め
し
き
事
を
や
め
さ

せ
ん
た
め
也
》
と
あ
る
の
が
要
を
尽
し
て
い
よ
う
。
人
が
冷
淡
な
の
を
、
そ
う
し
て
ほ

し
く
な
い
た
め
に
こ
そ
恨
ん
だ
、そ
の
後
に
あ
っ
て
ま
で
も
の
意
で
あ
る
。こ
こ
で
も
、

「
つ
ら
し
」
と
い
う
あ
り
か
た
が
生
じ
て
も
容
認
し
や
す
い
状
況
か
ら
容
認
し
づ
ら
い

状
態
へ
と
い
っ
た
形
で
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、

そ
う
し
た
あ
り
よ
う
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑬
）。

最
後
に
、
引
用
成
分
に
附
属
す
る
サ
ヘ
が
一
例
見
え
る
。

①
（
前
略
）
な
に
し
か
も

我
の
み
ひ
と
り

う
き
舟
の

こ
が
れ
て
世
に
は

渡

る
ら
ん

と
さ
へ
ぞ
果
は

か
や
り
火
の

く
ゆ
る
心
も

つ
き
ぬ
べ
く

思
な

る
ま
で

お
と
づ
れ
ず
（
後
略
）

（
雑
下
・
五
七
三
、
不
知
）

右
は
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。
詞
書
に
は
《
あ
る
男
の
も
の
言
ひ
侍
け
る
女
の
、
忍
び

て
逃
げ
侍
て
、
年
ご
ろ
あ
り
て
消
息
し
て
侍
け
る
に
、
男
の
詠
み
侍
け
る
》
と
あ
る
。

最
終
的
に
は
「
仲
良
く
暮
ら
そ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
前
半
部
分
で
は
、
さ
よ

な
ら
も
言
わ
ず
に
居
な
く
な
っ
た
女
性
へ
の
恨
み
や
嘆
き
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
待
っ

て
も
待
っ
て
も
帰
る
気
配
も
な
く
、
さ
り
と
て
便
り
を
送
る
手
立
て
も
な
く
、
さ
ら
に

は
、
こ
ん
な
惨
め
な
思
い
は
自
分
ひ
と
り
だ
と
い
っ
た
嘆
き
ま
で
加
わ
っ
て
思
い
屈
し

て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
サ
ヘ
は
、
通
常
誰
し
も
が
懐
く
よ
う
な
も
の
思

い
に
止
ま
ら
ず
、
い
っ
そ
う
募
り
嵩
じ
た
鬱
情
ま
で
も
が
添
い
加
わ
る
こ
と
を
言
う
の

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
に
、〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
て
い

る
あ
り
さ
ま
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
注
⑭
）。

む
す
び

以
上
、
拾
遺
集
に
見
え
る
サ
ヘ
凡
そ
二
十
五
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
使
わ
れ
方
を

見
て
き
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お
い
て
、〔
本
体─

周
縁
〕
的
な
〈
添
加
〉
の

あ
り
よ
う
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
要
略
を
記
せ

ば
、
主
格
成
分
に
あ
っ
て
は
、
自
然
と
人
間
と
の
間
に
、
ま
た
自
然
や
人
間
そ
れ
ぞ
れ

の
間
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
主
・
副
的
な
連
繋
を
踏
ま
え
る
形
で
、〔
本
体─

周
縁
〕

的
な
添
加
の
な
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
主
格
以
外
の
諸
成

分
に
お
い
て
も
、そ
れ
ぞ
れ
に
同
様
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。サ
ヘ
も
ま
た
、

そ
う
し
た
内
容
面
で
の
あ
り
よ
う
に
相
即
す
る
形
で
、〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
を
は

た
ら
か
せ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
の
副
助
詞
性
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
そ
う
し
た
意
義
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。サ
ヘ
は
、二
つ
の
事
項
の
関
係
を
表
わ
す
点
で
群
数
性
を
備

え
る
と
と
も
に
、
そ
の
関
係
が
軽
重
差
に
基
づ
く
と
い
う
限
り
に
程
度
量
性
を
も
併
せ

持
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
二
面
の
両
々
あ
い
渾
融
す
る
点
に
お
い
て
歴
た
る
副
助

詞
性
を
備
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
文
献
⑯
、
二
四
三
〜
七
頁
）
が
ダ

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

七
九
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ニ
や
ス
ラ
と
と
も
に
こ
の
語
を
同
一
グ
ル
ー
プ
に
括
っ
た
理
由
も
ま
た
、
そ
う
し
た
点

か
ら
了
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
平
安
期
の
サ
ヘ
は
独
立
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、

そ
の
実
態
の
解
明
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
。本
稿
で
は
、そ
う
し
た
欠
を
些
か
な
り
と

も
埋
め
る
べ
く
、拾
遺
和
歌
集
で
の
用
例
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

〔
付
記
〕『
拾
遺
和
歌
集
』
の
本
文
は
次
の
文
献
に
依
っ
た
。

・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』（
小
町
谷
照
彦
校
注

一
九
九
〇

岩
波
書
店
）

用
例
の
掲
出
に
際
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
行
き
方
を
取
っ
た
。

・
末
尾
に
（
部
立
・
大
観
番
号
、
作
者
）
を
記
し
た
。

・
作
者
名
は
「
紀
貫
之→

貫
之
」
の
よ
う
に
適
宜
節
略
し
た
。

・
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
は
「
不
知
」
で
示
し
た
。

・
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
傍
書
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
れ
に
従
っ
た
。

歌
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
次
の
書
物
を
参
看
し
た
。

・
北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』（
山
岸
徳
平
編
）『
八
代
集
全
註
』
第
一
巻

一
九
六

〇

有
精
堂
）〔
原
著
の
拾
遺
集
註
解
部
分
は
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
年
八
月

か
ら
同
年
十
一
月
ま
で
で
あ
り
、
後
撰
集
に
先
立
っ
て
書
か
れ
て
い
る
〕

こ
れ
ら
の
書
物
の
引
照
に
際
し
て
は
、「
新
大
系
」「
抄
」な
ど
の
略
称
を
適
宜
用
い
た
。

注

（
注
①
）
サ
ヘ
の
附
属
す
る
要
素
が
本
体
的
事
項
に
対
し
て
周
縁
的
な
あ
り
か
た
を
帯
び
る

と
い
う
捉
え
方
は
、
夙
く
『
稿
本
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
図
（
文

献
⑥
、
三
九
四
頁
。
文
献
⑦
、
一
一
一
頁
。
上
掲
の
図

は
後
者
に
よ
る
）
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
松
尾
捨
治

郎
『
国
語
法
論
攷
』
で
も
《
副
貳
的
に
添
加
す
る
意
》（
文

献
⑲
、
四
五
六
頁
）
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
。
前
々
稿
お

よ
び
前
稿
同
様
、
本
稿
で
の
サ
ヘ
の
理
解
も
ま
た
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
知
見
に

触
発
さ
れ
て
い
る
。

（
注
②
）
文
献
⑬
の
注
⑧
の
表
で
は
「
主
格
一
七
例
、
対
格
三
例
」
と
し
て
い
た
が
、
本
稿

で
は
「
主
格
一
八
例
、
対
格
二
例
」
と
改
め
た
。

（
注
③
）
文
献
�
に
よ
る
。
文
献
⑨
⑩
⑪
や
文
献
⑧
で
は
、
同
じ
く
森
重
氏
に
基
づ
き
な
が

ら
も
、
副
助
詞
の
類
的
個
性
を
「
量
性
の
意
味
領
域
に
お
い
て
働
く
」
と
い
う
点
に

見
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
前
々
稿
お
よ
び
前
稿
（
文
献
⑬
⑭
）
と
同
じ
く
、
よ
り
分

析
的
な
こ
の
捉
え
方
を
取
る
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

文
献
⑫
の
「
む
す
び
」
を
参
看
さ
れ
た
い
。

（
注
④
）
情
意
性
形
容
詞
を
修
飾
す
る
「
せ
め
て
」
は
古
今
集
に
次
の
小
町
の
歌
が
見
え
る
。

・
い
と
せ
め
て
恋
し
き
時
は
む
ば
た
ま
の
夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ
着
る

（
五
五
四
）

遠
鏡
で
は
《
キ
ツ
ウ
サ
シ
ツ
マ－

ツ
テ
》
と
釈
さ
れ
て
い
る
（
全
集
・
三
、
一
五
七

頁
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
文
献
①
、
一
〇
八
頁
に
既
に
指
摘
が
見
え
る
）

（
注
⑤
）
な
お
、
好
忠
の
三
百
六
十
首
に
次
の
歌
が
あ
っ
て
（
二
三
四
）、
拾
遺
集
に
も
採
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
人
よ
り
も
風
の
ほ
う
が
恨
め
し
い
と
い
う
形
で
の
感
情
の

転
移
が
見
ら
れ
る
。

・
我
が
背
子
が
来
ま
さ
ぬ
宵
の
秋
風
は
来
ぬ
人
よ
り
も
う
ら
め
し
き
哉

（
恋
三
・
八
三
三
、
好
忠
）

ま
た
次
の
歌
で
は
感
情
の
対
象
が
原
因
（
造
物
主
）
へ
と
溯
っ
て
い
る
。

・
君
見
れ
ば
結
ぶ
の
神
ぞ
う
ら
め
し
き
つ
れ
な
き
人
を
何
作
り
け
ん

（
雑
恋
・
一
二
六
五
、
不
知
）

（
注
⑥
）
周
知
の
よ
う
に
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
基
づ
く
知
見
に
よ
れ
ば
「
干
る
」
は
奈

良
時
代
に
は
上
二
段
活
用
「
ふ
」
で
あ
り
、
原
文
の
「
乾
」
は
そ
の
已
然
形
「
ふ
れ
」

の
借
訓
仮
名
と
見
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
な
訓
み
に
な
る
（
文
献
⑰
。
文
献
⑱
、

一
八
二
〜
三
頁
）

（
注
⑦
）「
う
ら
枯
る
」
は
、
八
代
集
で
は
こ
の
歌
が
初
見
で
あ
る
が
、
新
古
今
の
次
の
歌
は

坂
上
是
則
（
古
今
歌
人
）
の
作
と
な
っ
て
い
る
（
本
文
は
岩
波
・
新
大
系
に
よ
る
）。

・
う
ら
が
る
ゝ
浅
茅
が
原
の
か
る
か
や
の
乱
れ
て
も
の
を
思
ふ
こ
ろ
か
な

（
秋
上
・
三
四
五
）

（
注
⑧
）「
雲
居
」
と
「
心
空
に
な
る
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
遠
く
に
居
る
人
を
慕
う
気
持
ち

を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
、
既
に
後
撰
に
次
の
例
が
あ
る
（
但
し
離
別
。
六
帖
・
四
「
別

れ
」
に
も
載
せ
る
）

・
別
ゆ
く
道
の
雲
ゐ
に
な
り
ゆ
け
ば
と
ま
る
心
も
そ
ら
に
こ
そ
な
れ

（
後
撰
・
離
別
・
一
三
二
四
、
不
知
）

な
お
、「
心
」
と
「
空
」
と
の
結
び
付
い
た
例
は
、
古
今
以
来
少
な
か
ら
ず
見
え
る
。

次
に
一
例
の
み
掲
げ
る
。
詞
書
に
《
元
輔
が
婿
に
な
り
て
朝
に
》
と
あ
る
。
後
朝
の

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

八
〇
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歌
で
あ
る
。

・
時
の
間
も
心
は
空
に
な
る
物
を
い
か
で
過
ぐ
し
し
昔
な
る
ら
む

（
拾
遺
・
恋
四
・
八
五
〇
、
実
方
）

（
注
⑨
）
こ
の
歌
の
場
合
、
サ
ヘ
の
接
す
る
語
句
は
、「
叶
は
ず
」
と
い
う
否
定
的
な
事
態
全

体
に
対
し
て
、
い
わ
ば
外
側
か
ら
関
わ
っ
て
い
る
。
文
献
⑳
の
用
語
を
借
り
用
い
る

な
ら
「
Ｗ
ス
コ
ー
プ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
拾
遺
の
次
の
歌
に
も
同
種
の
サ
ヘ

が
見
え
る
（
本
文
は
新
体
系
）。

・
忘
れ
な
ん
と
思
ふ
さ
へ
こ
そ
思
ふ
こ
と
か
な
は
ぬ
身
に
は
か
な
は
ざ
り
け
れ

（
恋
三
・
七
五
九
、
大
弐
良
基
）

（
注
⑩
）
文
献
⑳
の
用
語
を
借
り
る
な
ら
、
こ
こ
で
の
サ
ヘ
は
「
Ｎ
ス
コ
ー
プ
」
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
禁
止
文
で
用
い
ら
れ
た
サ
ヘ
（
三
一
・
対
格
成
分
①
。
後
出
）
も
同

様
に
見
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
既
に
後
撰
集
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
見
え
た（
文

献
⑭
）。

・
今
日
よ
り
は
夏
の
衣
に
成
ぬ
れ
ど
着
る
人
さ
へ
は
変
ら
ざ
り
け
り

（
夏
・
一
四
七
、
不
知
）

ま
た
古
今
集
に
は
否
定
推
量
の
「
じ
」
と
共
に
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
る
（
文
献
⑬
）。

・
か
ぎ
り
な
き
思
ひ
の
ま
ゝ
に
夜
も
来
む
夢
路
を
さ
へ
に
人
は
と
が
め
じ

（
恋
三
・
六
五
七
、
小
町
）

（
注
⑪
）
万
葉
集
（
十
九
・
四
二
〇
〇
）
の
歌
で
あ
り
、
作
者
は
人
麿
で
は
な
く
内
蔵
忌
寸

縄
麻
呂
で
あ
る
（
左
注
）。
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
年
）
四
月
十
二
日
に
家
持
ら
が

布
勢
の
水
海
を
遊
覧
し
た
と
き
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
二
五
〇
年
ほ
ど
昔
の
歌

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
当
時
の
人
達
に
も
理
解
鑑
賞
に
堪
え
る
も
の
と
し
て
受
け

容
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
集
に
も
撰
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で

用
例
に
含
め
る
こ
と
に
し
た
（
Ｂ
・
③
の
万
葉
歌
に
つ
い
て
も
同
様
）。
拾
遺
集
の
万

葉
歌
が
万
葉
原
典
か
ら
で
は
な
く
当
時
流
布
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
私
家
集
の
類
か
ら

採
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
（
文
献
②
）
も
、
右
の
考
え
方
を
支
持
し

て
く
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
注
⑫
）
こ
こ
で
の
サ
ヘ
は
禁
止
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
命
令
文
で
用
い
ら
れ
る
サ
ヘ

で
あ
れ
ば
、
古
今
・
一
〇
七
八
の
歌
に
見
え
た
。

（
注
⑬
）
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
る
サ
ヘ
は
、
古
今
・
二
〇
の
歌
に
も
見
え
た
。

（
注
⑭
）
引
用
成
分
に
附
属
す
る
サ
ヘ
は
、
勅
撰
集
で
は
こ
れ
が
初
出
で
あ
る
が
、
私
撰
集

ま
で
拡
げ
れ
ば
貫
之
集
に
次
の
よ
う
な
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
本
文
は
新
潮

日
本
古
典
集
成
『
土
佐
日
記

貫
之
集
』
に
よ
る
）。

・
糸
と
さ
へ
見
え
て
流
る
る
滝
な
れ
ば
た
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
ぬ
け
る
白
玉（一

七
八
）

詞
書
に
《
女
ど
も
の
滝
見
た
る
と
こ
ろ
》
と
あ
る
。《
延
長
四
年
〔
九
二
六
年
〕、
清

貫
の
民
部
卿
六
十
賀
、
恒
佐
の
中
納
言
の
北
の
方
〔＝

清
貫
の
娘
〕
せ
ら
れ
け
る
》

と
あ
る
一
連
の
屏
風
歌
の
中
の
一
首
で
あ
る
。「
滝
が
切
れ
目
も
な
く
連
続
し
て
流
れ

る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
う
え
糸
筋
の
よ
う
に
見
え
も
す
る
も
の
だ
か
ら
」
と
い
っ

た
ほ
ど
の
意
味
あ
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
和
文
で
は
多
く
て
、〔
蜻
蛉

日
記
・
四
例
、
枕
草
子
・
二
例
、
大
鏡
・
一
例
〕
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。
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〇
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田
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副
助
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平
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時
代
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お
け
る
〈
相
対
的
軽

少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認─

」『
言
語
文
化
』
六
号
（
四
国
大
学
）

⑫
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ─

〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意

義
を
め
ぐ
っ
て─

」『
四
国
大
学
紀
要
』
三
八
号

⑬
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
「
サ
ヘ
」─

基
本
義
〈
周
縁
波
及

性
〉
措
定
の
試
み─

」『
言
語
文
化
』
一
〇
号
（
四
国
大
学
）

⑭
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
後
撰
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ─

平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周

縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認─

」『
四
国
大
学
紀
要
』
三
九
号

⑮
田
村
清
子
（
一
九
八
四
）「
副
助
詞
の
変
遷─

そ
の
契
機
の
解
明
を
中
心
に─

」『
国
語

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―
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と
教
育
』
九
号
（
長
崎
大
学
）

⑯
中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
（
一
九
六
〇
）『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』（
風
間
書
房
）

⑰
橋
本
進
吉
（
一
九
三
一
）「
上
代
に
於
け
る
波
行
上
一
段
活
用
に
就
い
て
」『
国
語
国
文
』

一
巻
一
号

⑱
橋
本
進
吉
（
一
九
五
〇
）『
国
語
音
韻
の
研
究
（
橋
本
進
吉
博
士
著
作
集
4
）』（
岩
波
書
店
）

⑲
松
尾
捨
治
郎
（
一
九
三
六
）『
国
語
法
論
攷
』（
白
帝
社
増
補
版
〔
一
九
七
〇
〕
に
よ
る
）

⑳
茂
木
俊
伸
（
一
九
九
九
）「
と
り
た
て
詞
「
ま
で
」「
さ
え
」
に
つ
い
て─

否
定
と
の
関
わ

り
か
ら─

」『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
二
八
号
（
筑
波
大
学
）〔
著
者pdf

版
に
よ
る
〕

�
森
重

敏
（
一
九
五
四
）「
群
数
お
よ
び
程
度
量
と
し
て
の
副
助
詞
」『
国
語
国
文
』
二
三

巻
二
号

�
森
重

敏
（
一
九
六
一
〜
二
）「
古
今
和
歌
集
に
お
け
る
「
古
」
と
「
近
」─

文
体
論
的
考

察─

（
上
）（
下
）」『
奈
良
女
子
大
学
文
学
会
研
究
年
報
』
Ⅳ
〜
Ⅴ
〔『
文
体
の
論
理
』（
一

九
六
七

風
間
書
房
）
所
収
。
引
照
は
後
者
に
よ
る
〕

（
田
中
敏
生

四
国
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
）

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
―

八
二
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