
左

千

夫

の

人

麿

論

は
じ
め
に

伊
藤
左
千
夫
が
何

K
よ
ョ
て
、
い
っ
、
い
か
に
し
て
万
葉
集

K
接
し
は
じ
め

た
か
に
つ
い
て
、
土
屋
文
明
氏
は
次
の
よ
う

K
述
べ
て
か
ら
れ
る
。

明
治
二
十
九
年
頃
、
桐
の
舎
関
澄
桂
子
の
歌
会

K
出
席
し
は
じ
め
た
頃
と

見
え
る
。
と
の
年
左
千
夫
は
万
葉
集
古
義
の
予
約
出
版

K
予
約
し
て
居
る
。

桂
子
は
橘
東
世
子
の
門
人
で
あ
夕
、
東
世
子
は
守
部
の
子
冬
照
の
妻
で
あ
る

か
ら
、
桂
子
も
広
い
意
味
で
は
万
葉
派
と
呼
べ
念
い
と
と
も
念
か
ら
う
。
そ

と
で
左
千
夫
が
真
淵
を
知
タ
万
葉

K
親
し
ん
だ
の
は
極
め
て
自
然
な
と
と
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
桂
子
の
作
品
か
ら
、
朔
つ
て
は
東
世
子
の
作
品
か
ら
、

万
葉
風
の
も
の
を
探
す
の
は
困
難
で
あ
ら
う
し
、
恐
ら
く
は
彼
女
た
ち
か
ら

深
い
万
葉
の
理
解
を
求
め
る
と
と
は
更

K
困
難
で
あ
ら
う
。
左
千
夫
が
万
葉

K
傾
倒
し
た
の
は
、
彼
の
天
性

K
何
か
万
葉
的
の
と
と
ろ
が
あ
h
y

、
理
屈
ぬ

き
に
好
き

K
な
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ら
う
。
(
雑
誌
『
短
歌
』
連
載
「
伊
藤

左
千
夫
」
第
九
回
l
左
千
夫
と
万
葉
集
昭
和
部
・

9
0
傍
点
筆
者
)

所
与
の
条
件
が
ど
れ
だ
け
整
ョ
て
い
て
も
、
当
人

K
素
質
の
そ
う
な
る
も
の

が
な
け
れ
ば
b
話

K
念
ら
念
い
の
だ
が
、
左
千
夫

K
は
さ
い
わ
い
そ
れ
が
あ
ヨ

た
、
そ
う
な
る
も
の
を
持
ョ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
、
私
も
か
ね
が

山

根

巴

ね
思
ョ
て
い
る
。
と
と
で
、
正
岡
子
規
の
万
葉
尊
重
と
の
か
か
わ
タ
が
問
題

K

念
ョ
て
く
る
が
、
そ
の
点

K
触
れ
て
土
屋
氏
は
、
上

K
続
け
て
次
の
よ
う

K
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

子
規
は
始
め
か
ら
万
葉
集
一
本
槍
で
あ
っ
た
と
は
い
へ
左
い
。
寧
ろ
子
規

の
も
っ
て
居
る
短
歌
観

K
一
番
あ
て
は
ま
る
も
の
は
万
素
で
あ
り
、
万
葉
以
・

外
と
れ

K
並
べ
ら
れ
る
も
の
は
左
い
と
言
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
悶

て
よ
い
。
し
か
し
、
左
千
夫
が
子
規
の
も
と

K
行
っ
た
三
十
三
年
頃
は
、
子
.

規
の
万
葉
尊
重
も
や
う
や
く
本
格
的

K
念
っ
て
居
た
か
ら
、
そ
と
で
左
千
夫

が
従
来
も
も
っ
て
居
た
万
葉
好
み
を
大
い

K
助
長
し
た
と
い
ふ
と
と

K
念
ら

う
。
(
同
前
)

左
千
夫
が
子
規
を
は
じ
め
て
訪
ね
た
の
は
、
明
治
三
十
三
年
一
月
三
日
で
あ

る
(
子
規
三
十
四
歳
、
左
千
夫
三
十
七
歳
)
。
万
葉

K
関
す
る
主
要
な
論
考

K

限
ョ
て
い
え
ば
、
子
規
は
、
寸
万
葉
集
巻
十
六
」
を
す
で

K
発
表
し
て
(
明
治

犯
・

2
1
8
)
、
「
万
葉
集
を
読
む
」
の
準
備

K
か
か
h
y
(
同
部
・

5
1
7
)
、

よ
う
や
く
と
れ
へ
の
理
解
も
深
ま
ョ
て
来
つ
つ
あ
ョ
た
。
左
千
夫

K
し
て
み
れ

ば
、
そ
う
い
う
子
規
で
あ
る
と
と
を
心
得
て
の
入
門
で
あ
夕
、
そ
れ
だ
け

K
、

子
規
の
持
っ
す
べ
て
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
い
う
意
欲
が
波
宮
て
い
た
の

で
あ
る
。



と
は
い
え
、
そ
の
強
烈
な
個
性
を
没
し
て
し
ま
う
と
と
は
、
左
千
夫

K
は
と

う
て
い
で
き
な
か
ョ
た
。
子
規
を
受
け
て
立
つ
と
い
う
基
本
的
立
場
で
、
し
か

も
、
彼
の
個
性
を
存
分

K
生
か
す
と
い
う
、
い
わ
ば
両
万
を
使
ョ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
左
千
夫
独
自
の
万
葉
論

l
l
人
麿
・
赤
人
・
憶
良
・
家
持
論
を
逐
次
展

開
す
る
と
と
も

K
、
そ
の
天
性
の
ま
ま

K
、
き
わ
め
て
万
葉
び
と
的
、
ま
た
人

麿
的
な
も
の
を
体
臭
の
よ
う
に
感
じ
さ
ぜ
る
作
歌
を
、
折
に
ふ
れ
て
は
成
す
に

至
る
の
で
あ
る
。

「
万
葉
論
」
の
人
麿
論

「
万
葉
論
」
(
明
治
郎
・

6
1
7
)

一
篇
の
立
論
の
特
色
は
、
作
者
を
時
代

K
よ
ョ
て
考
察
し
、
そ
の
差
別
と
発
展
の
相
の
解
明
を
志
向
す
る

K
つ
い
て
、

と
れ
を
絵
画
史

K
比
較
し
、
さ
ら
に
作
風
の
変
化
を
、
用
い
た
枕
詞
の
多
少

K

も
と
づ
く
修
辞
的
見
地

K
た
ョ
て
論
じ
た
と
と
ろ

K
見
る
ζ

と
が
で
き
る
。

つ
ま
h
y
彼
に
よ
る
と
、
万
葉

K
は
前
期
と
後
期
と
が
あ
ョ
て
、
前
期
の
特
質

を
代
表
す
る
も
の
は
人
麿
で
あ
り
、
後
期
の
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
は
憶
良
・

赤
人
・
家
持
で
あ
る
。
前
期
の
特
質
は
形
式
趣
味
の
洗
練
と
完
成
で
あ
り
、
後

期
の
そ
れ
は
よ
う
や
く
形
式
趣
味
か
ら
、
写
実
趣
味
が
そ
の
開
発
と
完
成
へ
の

。(
1
)

途
を
歩
み
つ
つ
あ
る
と
と
ろ
に
あ
る
人
麿
は
ζ

れ
を
雪
舟
・
周
文

K
、

憶
良
・
家
持
は
ζ

れ
を
呉
春
・
応
挙

K
な
ぞ
ら
え
る
ζ

と
が
で
き
る
。
枕
詞
を

用
い
て
い
る
歌
を
も
ョ
て
、
す
べ
て
そ
れ
が
形
式
派
の
歌
だ
と
は
一
概
に
断
定

し
が
た
い
が
、
例
え
ば
、
人
麿
の
覇
旅
歌
八
首
(
巻
三

l
二
四
九

1
二
五
六
)

の
う
ち

K
、
と
れ
を
用
い
た
も
の
が
五
首
も
あ
り
、
一
方
、
憶
良
や
赤
人
に
は

こ
の
使
用
が
少
な
い
の
で
、
前
期
と
後
期
の
区
別
を
説
明
す
る
の
に
、

ζ

れ
の

使
用
の
如
何
を
数
え
る
の
は
便
利
で
あ
る
と
す
る
。

万
葉
・
古
今
・
新
古
今
と
並
べ
て
、
こ
れ
ら
の
歌
の
相
違
を
形
式
・
技
巧
の

点
よ
り
比
較
考
察
し
た
結
果
、
万
棄
を
、
そ
の
形
式
・
技
巧
の
点
よ
り
の
み
力

説
し
て
い
た
「
新
歌
論
」
(
明
治
制
・

8
1
6
)
、
「
続
新
歌
論
」
(
同
制
-

U
1部
・

8
)
K
く
ら
べ
る
と
、
立
論
の
方
法
・
思
考
の
過
程

K
い
ち
じ
る
し

い
進
展
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
進
展
が
彼

K
、
万
葉
集

K
主
調
子
と
主

意
味
の
二
流
が
あ
る
と
と
を
認
め
さ
ぜ
た
。
「
万
葉
集
は
一
篇
の
歌
集
と
云
ふ

と
錐
も
其
の
包
蔵
す
る
所
頗
る
広
大

K
し
て
、
文
運
の
変
化
、
発
達
拡
充
の
跡

極
め
て
複
雑
な
る
は
前
述
せ
る
が
如
し
。
之
を
二
大
別
し
て
、
主
調
子
即
ち
形

式
派
之
を
人
麿
派
と
云
ふ
ぺ
〈
、
主
意
味
期
ち
写
実
派
之
を
憶
良
赤
人
派
と
云

ふ
ベ
〈
、
更

K
詳

K
一
玄
へ
ば
、
形
式
派
成
功
時
代
と
写
実
派
開
達
時
代
と
一
玄
ふ

ぺ
し
o

」
〈
左
千
夫
歌
論
集
巻
一
一
一
一
五

1
二
一
ム
ハ
ベ
)
と
述
べ
て
い
る
。

「
事
実
を
直
写
し
た
る
歌
も
決
し
て
少
か
ら
ず
」
(
同
前
七
ベ
)
と
は
言

っ
た
が
、
そ
れ
以
上

K
及
ぼ
念
か
ョ
た
「
新
歌
論
」
と
く
ら
べ
て
、
明
確

K
二

大
別
し
た
と
と
は
、
彼
の
と
と

K
い
わ
ゆ
る
「
写
実
」
が
、
「
事
実
を
主
と
す

H

る
」
(
同
前
)
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
そ
の
点
多
少
広
漠
と
し
た
と
と
ろ
は
一

あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
h
J
重
要
で
あ
る
。

と
と

K
は
、
憶
良
赤
人
派
と
言
う
が
、

ζ

れ
K
家
持
も
加
わ
る
と
と
は
上

K

述
べ
た
と
b

h
ノ
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
「
意
味
を
主
と
し
て
調
子
を
次

K
せ
る
趣
」

〈
同
前
一
二

O
ベ
)
を
特
徴
と
す
る
の

K
対
し
、
「
人
麿
派
の
歌

K
は
如
斯

調
子
蕪
雑
念
る
も
の
は
一
首
も
見
る
ζ

と
を
得
ず
。
」
(
同
前
)
と
し
た
。
憶

良
・
赤
人
・
家
持
へ
の
左
千
夫
の
不
満
は
、
そ
の
歌
詞
の
蕪
雑
と
い
う
と
と
に

あ
る
。
し
か
し
、
反
面
、
例
え
ば
赤
人
の
価
値
を
「
写
実
の
新
生
面
」
(
同
前

一
一
一
一
ベ

)
K
認
め
て
、
「
比
較
上
劣
れ
h
y
と
な
し
未
だ
し
と
な
す
所
の
憶
良

赤
人
の
精
神
を
継
い
で
、
ょ
タ
進
歩
的
写
実
趣
味
の
成
功
を
遂
げ
」
(
同
前

一
一
一
六
ベ
)
る
の
が
、
「
吾
が
同
志
の
研
究
進
路
」
(
同
前
)
で
あ
る
と
言
う
。

完
成
し
た
形
式
趣
味
・
主
調
子
趣
味
は
、
「
単
純

K
し
て
変
化

K
乏
し
く
、
到



底
時
代
思
想

K
適
応
せ
ざ
る
を
以
て
」
(
同
前
)
、
彼
本
来
の
好
む
と
と
ろ
で

あ
タ
な
が
ら
、
拠
る
と
と
が
で
き
な
い
。
拠
る
と
と
の
で
き
る
も
の
は
、
時
代

思
想

K
適
応
し
た
写
実
趣
味
・
主
内
容
の
趣
味
で
あ
る
。
と
れ

K
つ
い
て
、
「

憶
良
赤
人

K
取
る
所
は
歌
の
成
功

K
あ
ら
ず
し
て
、
革
新
精
神

K
存
ナ
。
故

K

思
想
の
進
歩
は
是
を
憶
良
赤
人

K
帰
せ
ざ
る
を
得
ず
。
吾
輩
が
人
麿

K
拠
ら
ず

し
て
、
憶
良
赤
人

K
拠
ら
む
と
す
る
は
是
が
為
念
h
y
。
」
(
間
前
二
一
六

1

一
二
七
ぺ
)
と
述
べ
、
革
新
精
神
を
「
時
代
思
想
」
と
し
て
と
ら
え
る
み
ず
か

ら
の
立
場
を
明
ら
か

K
し
て
い
る
。

単
純
で
変
化

K
乏
し
く
て
、
と
う
て
い
時
代
思
想
に
適
応
し
念
い
か
ら
、
人

麿
を
も
ョ
て
代
表
さ
れ
る
形
式
派

K
は
つ
か
な
い
と
す
る
言
い
分

K
は
、
「
美

術
文
学
界

K
於
け
る
趣
味
の
拡
充
進
歩
」
(
同
前
一
一
一
一
ベ
)
を
志
す
彼
の
、

時
代
に
順
応
し
よ
う
と
す
る
気
息
を
う
か
が
う
と
と
が
で
き
る
と
思
う
。

彼

K
と
ョ
て
、
し
か
し
、
写
実
・
は
ど
と
ま
で
も
形
式
あ
ョ
て
の
も
の
で
あ
ヨ

た
。
「
予
は
猶
終
に
臨
ん
で
一
一
一
一
百
を
添
へ
む
。
」
(
同
前
一
二
八
ベ
)
と
し

て
、
「
歌
其
の
物
は
元
来
形
式
的
文
学
な
れ
ば
、
滋

K
所
謂
写
実
と
は
其
の
形

式
的
友
る
歌
の
上
に
於
て
の
写
実
な
る
と
と
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
」
〈
同
前
)

と
述
べ
る
と
ζ

ろ
K
、
そ
れ
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
自
分
は
、
写
実
派
の

憶
良
・
赤
人
ら

K
っ
と
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
一
方
の
形
式
派
を
代
表
す
る
人

麿
K
不
動
の
価
値
を
認
め
て
い
る
と
い
う
と
と
を
、

ζ

の
一
節
は
物
語
ヨ
て
い

る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
h
y
、
憶
良
・
赤
人
・
家
持
の
歌
の
価
値
は
、

い
わ
ば
流
行
の
そ
れ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
麿
の
歌
の
価
値
は
不
易
の
そ
れ

で
あ
る
と
す
る
。
「
万
葉
論
」
で
人
麿
を
「
形
式
派
の
代
表
者
」
と
見
な
し
た

と
と
る

K
は、

ζ

れ
だ
け
の
意
味
を
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。

ー

1
そ
ん
念
次
第
念
の
で
、
「
万
葉
集
新
釈
」
(
明
釘
・

2
「
馬
酔
木
」

i
同

組
・

9
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
)
k
b
い
て
人
麿

K
対
し
て
不
満
を
述
べ
た
と
と
は
、

ま
さ

K
陸
自

K
値
す
る
の
で
あ
る
。

「
万
葉
集
新
釈
」
の
人
麿
論

「
万
葉
論
」
の
七
年
後
、
明
治
四
十
三
年
四
月
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
所
載
の
「
万

葉
集
新
釈
」

K
か
い
て
、
左
千
夫
は
、
人
麿
の
「
過
近
江
荒
都
時
歌
」
(
巻
一

1
二
九
〉

K
つ
い
て
不
満
を
感
じ
、
考
究
熱
察
の
後
、
「
如
何
に
考
へ
で
も
、

人
麿
の
作
歌
は
世

K
買
過
ぐ
さ
れ
て
居
る
と
の
念
が
去
ら
念
い
の
で
あ
る
。
」

(
同
前
二
八
一
ベ
)
と
し
て
、
「
人
麿
の
歌

K
対
す
る
不
満
の
要
点
」
を
以

下
の
よ
う

K
示
し
た
(
同
前
二
八
二

i
二
八
三
ベ
)
。

付
文
彩
余
り
あ
っ
て
質
是
れ

K
伴
は
ざ
る
も
の
多
き
事

同
言
語
の
働
が
往
々
内
容
に
一
致
ぜ
ざ
る
事

国
内
容
の
自
然
的
発
現
を
重
ん
ぜ
ず
し
て
形
式

K
偏
し
た
格
調
を
悦
べ
る
の

風
あ
る
事

闘
技
巧
的
作
為

K
往
々
匠
気
を
認
め
得
る
と
と

H
H
H
同
と
も
、
衝
い
て
い
る
の
は
「
形
式
」

K
「
内
容
」
が
伴
念
ョ
て
い
念

い
点
で
あ
h
y

、
ζ

れ
K
よ
ョ
て
、
「
万
葉
論
」
で
人
麿
を
「
形
式
派
の
代
表
者
」

と
言
ョ
た
と
き
の
、
あ
の
「
形
式
」
は
、
「
内
容
」
を
伴
念
ョ
て
い
友
か
ョ
た

と
と
が
自
明
と
左
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
左
千
夫
は
、
人
麿

K
と
の
よ
う
念
不
満
を
持
つ
よ
う

K
念
ョ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
予
が
人
麿
の
作
歌

K
っ
き
、
多
く
の
不
満
を
感
ず

る
様

K
念
っ
た
の
は
、
余
程
以
前
よ
り
の
事
で
あ
る
。
子
規
子
世
を
去
h
y
て
後

間
も
左
き
程
の
頃
か
ら
と
記
憶
す
る
。
」
(
同
前
二
八
一
ベ
)
と
み
ず
か
ら

言
ョ
て
い
る
。
子
規
逝
去
は
三
十
五
年
九
月
で
あ
る
が
、
そ
の
後
約
十
か
月
を

経
た
「
万
葉
論
」

K
も
不
満
ら
し
い
も
の
は
見
え
て
い
左
い
か
ら
、
や
は
タ

「
万
葉
論
」
以
後
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
一
度
大

-15-



い
に
人
麿
の
作
歌

K
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
、
機
会
の
到
来
す
る
の
を
待
ョ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
o
ち
£
う
ど
「
万
葉
集
新
釈
」
の
仕
事
が
進
ん
で
、
近
江
の
荒

都
を
過
ぎ
る
と
き
の
歌

K
念
ョ
た
の
で
、
い
よ
い
よ
と
意
を
決
し
た
。
稿

K
臨

ん
で
は
、
「
愈
多
年
胸
中

K
蓄
積
せ
る
問
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
の
容

易
念
ら
ざ
る
を
思
う
て
、
覚
え
ず
戦
標
し
た
の
で
あ
る
。
」
(
同
前
二
八
二

ぺ
)
と
言
う
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

K
ま
た
、
「
稿

K
対
し
て
十
数
日
猶
一
行
も

綴
る
と
と
能
は
ず
、
毎
日
万
葉
集
を
手

K
し
て
、
復
読
幾
十
回
漸
く
意
決
し
、

心
定
ま
る
を
得
た
の
で
る
る
。
」
(
同
前
)
と
も
言
ョ
て
い
る
。

左
千
夫

K
と
ョ
て
人
麿
と
い
う
対
象
は
、
ず
い
ぶ
ん
抵
抗
の
あ
る
も
の
で
あ

ヨ
た
。
だ
か
ら
彼
は
、
全
力
を
あ
げ
て
と
れ

K
対
決
し
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

K
つ
い
て
、
評
の
要
点
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

〈

左

千

失

の

人

麿

作

歌

評

〉

48 月発. 
(理年表4 

81・ω 29 考歌

短 長 体歌

。然 擬処 た然彩が現:
こに人と: もか余 念 も i

技 首現法衣 。のも b い甚。 評
巧のれだ〈 才で此あ。だ会
の 如 てか、藻はの タ無 か篤 の
上 き居ら作 とな ー て 駄 ナを
I'Cはれと者 情い鴛質是 ~ か通
も能ばての 調。の飾 でじ 要
表 〈、、感 と 如れ詞 あて
現擬決作動 能 き K が る理

点の 人し者 せ 〈 は伴 多 。想

上 法てのる 、は〈 従の 〆左、
にの 捺胸心 致 其ざて て見
も成物 t亡の し のる精 首る 千
遺功の動さ て 文の神 尾ベ 夫
憾し感いま 、

彩感 が 一き の
念たじたが もあ 乏 貫な 言
〈もは心現 首 趣るし せ〈 辞
成の起のれ の 味もい る、 の
功 でら 調て 全 成的の 。強感 ま
せあ ぬ子 居

体は で:い情 、言J 
るる o ;o!る 功ぁ:調の
二 。 此自。 何 しる文子表

0.0 X 価評総合

泊
四
・

6

泊
四
・

8

W
6

・，
A

n昂
v
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36 

短 長

首
の
如
き
は
、
正
し
〈
人
麿
の
人
膚
た
る
と
と
を
思
は
せ
る

の
で
あ
る
。
乍
併
此
の
如
く
極
端
な
巧
者
な
作
法
は
、
其
の

弊
を
醸
し
易
〈
、
人
麿
其
の
人
の
如
き
も
、
此
の
上
手
左
手

際
が
災
し
て
、
其
の
作
風

K
幾
分
の
匠
気
を
脱
し
得
ざ

b
し

と
と
を
注
意
し
て
置
か
ね
ば
走
ら
ぬ
。

-
a
l
-
-
1
1
1
1
E
a
t
-
-
a
B
I
E
S
t
-
-
1
1
1且
EEl--EEBEBEE----EBE

・

:
:
:
。
感
嘆
の
至
情
が
自
然
に
渡

b
溢
れ
て
、
想
は
秀
句

K

依
て
活
揺
し
、
詞
は
妙
想

K
依
て
光
彩
を
増
す

O
i
-
-
-此
の

長
歌
及
び
次
の
長
歌
と
二
篇
の
知
き
は
、
人
麿
作
品
中
最
も

優
秀
な
る
も
の
で
あ
る
。
:
・
:

:
:
:
。
此
の
長
歌
の
反
歌
と
し
て
は
無
論
有
っ
た
方
が
面
白

い
け
れ
ど
、
長
歌
か
ら
引
離
し
て
一
首
の
短
歌
と
し
て
見
る

と
余

b
価
値
の
あ
る
歌
で
は
無
い
。
着
想

K
何
等
の
実
質
が

無
く
、
只
常
滑
の
絶
ゆ
る
と
と
念
〈
と
、
巧

K
詞
を
綾
ま
し

た
だ
け
だ
。
:
:
:
読
返
し
て
見
れ
ば
見
る
程
、
内
容
の
乏
し

い
歌
で
あ
る
。
併
し
是
れ
が
人
麿
の
歌
で
あ
る
か
ら
注
文
も

高
く
非
難
も
出
る
の
で
あ
る
は
勿
論
だ
。

:
:
:
。
一
篇
の
落
想
用
語
頗
る
放
胆
で
あ
る
。
些
一
末
の
点

K

は
一
向
注
意
せ
ざ
る
も
の
の
如
き
も
、
全
鴛
の
上
に
は
却
て

自
然
の
統
一
を
見
る
の
で
あ
る

O
i
-
-・
人
麿
の
如
き
詩
人
で

な
け
れ
ば
、
か
う
い
ふ
歌
は
出
来
左
い
に
は
相
違
ま
い
が
、

一
方
か
ら
見
れ
ば
、
其
の
時
代
の
如
き
御
世

K
逢
は
ね
ば
、

人
麿
の
如
き
作
家
と
雄
も
決
し
て
此
の
如
き
雄
篇
を
作
る
と

と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
:
:
:

・
:
:
。
現
実
を
能
〈
理
想
化
し
、
理
想
中

K
能
〈
現
実
的
光

景
を
点
じ
て
来
る
の
は
、
何
時
も
人
麿
の
慣
用
手
段
で
あ
る
。

:
:
:
。
誠

K
穏
か
な
叙
事
の
間

K
深
き
思
が
包
ま
れ
て
品
格

の
よ
い
歌
で
あ
る
。

:
:
:
。
「
大
宮
人
臨
」
と
云
へ
ば
大
宮
人
を
主
と
き
し
て
一
吉

へ
る
と
と
に
左
る
。
「
大
宮
人
伊
」
と
言
う
た
の
で
全
〈
大

37 
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短

宮
人
を
余
所

K
言
う
た
情
味
が
十
分

K
顕
れ
て
居
る
。
さ
す

が
に
人
麿
で
あ
る
。
能
く
一
字
の
働

K
依
て
極
め
て
細
微
念

感
じ
を
叙
し
て
居
る
。
艶
曲
温
柔
剣
叫
叫
劃
倒
刻
剖
剖
例
制

K
限
h
y
な
き
情
趣
が
動
い
て
ゐ
る
。
如
此
作
意
は
人
麿
に
し

て
始
め
て
能
く
す
べ
き
ζ
と
で
、
又
実
情

K
於
て
始
め
て
な

し
得
べ
き
と
と
だ
。
無
量
無
限
の
趨
蓄
あ
る
大
歌
聖
の
面
白

を
窺
ふ

K
足
る
も
の
が
あ
る
。

:
:
:
。
今
の
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
弱
き
女
の
身

K
て
荒
量
、

島
ペ
を
漕
ぎ
め
ぐ
る
は
い
か

K
わ
び
し
か
る
ら
む
念
ど
、
あ

か
ら
さ
ま

K
言
ふ
所
な
れ
ど
、
人
麿
と
も
あ
る
歌
聖
は
そ
ん

な
浅
薄
な
云
ひ
ゃ
う
は
し
念
い
。
「
妹
乗
る
ら
む
か
荒
き
島

回
を
」
と
云
っ
て
説
明
臭
い
事
は
少
し
も
去
は
ぬ
。
余
情
限

h
J
左
き
も
の
あ
る
の
も
此
の
辺
の
用
意

K
依
る
の
で
あ
る
。

人
麿
の
歌
を
見
る
も
の
殊

K
注
意
を
要
す
べ
き
ぢ
や
o
j
i

-
-
:
:
。
人
麿
が
例
の
自
在
左
詞
使
と
詠
み
と
な
し
の
う
ま
い

句
調
で
、
無
造
作

K
詠
ま
れ
た
作
で
あ
る

O
i
-
-
-
「
真
木
立

つ
荒
山
道
を
石
が
根
の
し
も
と
押
鹿
ベ
」
と
云
ひ
、
「
旗
す

す
き
し
ぬ

K
押
廊
ベ
」
と
云
へ
る
六
句
が
、
此
の
歌

K
於
け

る
内
容
の
実
質
で
あ
る
が
、
是
を
詩
的
容
積
か
ら
見
て
も
、

詩
的
言
語
と
云
ふ
点
か
ら
見
て
も
、
格
別

K
面
白
い
と
は
思

は
れ
念
い
が
、
是
等
の
句
々
が
有
ナ
る
響
に
は
、
憶
に
皇
子

及
び
従
者
の
一
群
が
、
勢
込
ん
で
其
の
み
雪
ふ
る
大
野

K
練

行
く
有
様
が
十
分
現
れ
て
居
る
。
此
所
が
此
の
歌
の
永
久
的

生
命
で
あ
ら
う
。
此
の
活
き
た
る
響
が
読
者
を
し
て
飽
か
し

め
ま
い
の
で
あ
ら
う
。
:
:
:
劃
引
州
割
引
射
剖
刈
可
、

d.朝

の
旧
事
を
深
〈
慕
ひ
偲
ば
し
、
寒
風
に
荒
山
道
を
踏
み
分
け

行
〈
精
神
と
、
其
の
皇
子
の
精
神
を
心

K
し
め
た
従
者
ど
も

の
、
意
気
と
云
ふ
様
左
内
面
の
動
き
が
、
此
の
歌
の
一
篇
の

上

K
響
い
て
る
調
子

K
現
れ
て
居
る
と
ζ

ろ
を
味
う
て
見
る

べ
き
で
あ
る
。
:
:
:

長

O O 

注

2 
49 48 47 46 )は)

「そ最
評れ下 短 短 短 怨
のを欄
要賞の b 坤居|居含<ま|てな話の坤:値厭 ~I層 i が I~ し過現
点讃「 人うるるまー:いあ感のでら!では。感 i あ 々 現 の いぎれ j
」し総 麿い。人れ気。。つあ意あ 、 。あし!情。る其がま 詞 左 と 。
のて合 でふ i々、町四 iてる味ら大卓 ら の vc無 。の程余い が い 云 ー
傍い評 あ歌:と時成首:、歌 はう 抵放 う感只乏〈以技 飾 あ感ふ首
線る価 る を 実、は K の 作 で解がのしかをきし も下伺 妨詞 つ が よ 全
-と」 と 無 K 時 来 ま短 者 あ っ 、 読 た 。起すく が数 K げ左 たあ b体
波との 云造 痛間 向つ歌 のるて 能者 詩:さが、な首任 らど h るはが
状を、 は作 切の ふ た中 感 。 も く は 才 i し K 全ののせ れの o 、輪
線示 x ね vcK 関 の作此 情 余話心先で め句首 感 短 て てあ 打 i 他廓的
はす印 ば作 し係 での 地!I!J すをづー 7i;調の K 歌 詠 居る 路:の
、。は なっ て K 句 あー 、K 人落其気 いが語 堪のみ る為 き宿 感 V亡

筆 そ らて 壮、に る首 ど文 のちの町 。整句 へ如7i; の t亡 なれ 情念
者 れ ぬ居 快感 、け 最 の章 心 つ外成 そうを 左 き く .で、ど るを b
語2 を 。る 念情 作 れも 句 的 持け形 K れ て 通 い は つ あ作 い旅 余 過
つ難 治ミ 感の 者 ど優 の K はて K 詠 が居じ 。健た る者 ふ 人 所 ぎ
け じ i ら じ動 及 、オl 隅平 判味舷ま 僅るて 前 K 為 。の 、と かて
た て 、のき ぴ 一 て K 面 らう感れ に為何 歌そ K 人同 此い ら居
も レ、 人歌が 同 首居 も vcぬてき た 此 K 等 vcれ失 麿情 のふ 説る
の る 麿で含 じ にる 現 言日 と見れ歌 の 、 の 比で敗 の的 場余 明 。
で と は あま 境 背 。 れ 述いるてで 歌読響 し あ し 歌 感 合所 し感
あ と 失るれ 遇 景阿 てさ ふと終あ の者も てるた K 情 K 余所 た 情
る を 張。て K もじ 居 れ様、ふる 価 vc無 _， 0 歌 はの必 K の。 、

O O × × × 
印

一
-1子



「
人
麿
論
」
と
あ
え
て
呼
ん
で
も
、
「
万
葉
集
新
釈
」
は
巻
一
だ
け
で
終
っ

て
い
る
の
で
、
扱
ョ
た
人
麿
の
歌
は
長
歌
と
短
歌
あ
わ
せ
て
十
五
首
(
長
4
・

短
U
)
で
あ
る
。
四

0
・
四
一
・
四
二
の
三
首
は
、
不
満
を
述
べ
る
以
前
k
b

い
て
扱
っ
た
も
の
(
も
ョ
と
も
、
三
十
七
年
十
一
月
と
い
え
ば
、
不
満
も
つ
の

ヨ
て
来
て
い
る
頃
で
あ
ろ
う
〉
、
そ
の
他
は
す
べ
て
そ
れ
以
後
で
あ
る
。

ず
い
ぶ
ん
勢
い
と
ん
で
手
が
け
た
は
ず
で
あ
ョ
た
が
、
賞
讃
し
た
も
の

(
O

印
)
が
難
じ
た
も
の
(
×
印
)
の
二
倍

K
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
「
無
量
無

限
の
慈
蓄
あ
る
大
歌
聖
」
(
四
一
の
歌
評
)
と
か
、
「
人
麿
の
人
麿
た
る
」

(三

0
・
2

二
の
歌
評
)
と
か
、
ま
さ

K
絶
讃
の
言
辞
を
呈
し
て
い
る
(
前
掲

の
表
、
各
当
該
歌
の
、
評
の
要
点
の
欄
参
照
)
。
果
し
て
と
れ
で
、
「
多
年
胸

中
K
蓄
積
せ
る
問
題
」
の
解
決

K
な
ョ
た
と
い
う
も
の
か
ど
う
か
、
考
え
る
余

地
を
残
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

〈

1
〉
人
麿
の
歌
で
あ
る
か
ら

三
七
の
歌
、
吉
野
宮

K
幸
せ
る
時
の
長
歌
宝
ヱ
ハ
)
の
反
歌
で
、
「
見
れ
ど

あ
か
ぬ
吉
野
の
河
の
と
と
な
め
の
絶
ゆ
る
と
と
左
く
ま
た
か
へ

b
み
む
」
の
歌

を
、
左
千
夫
は
、
「
読
み
返
し
て
見
れ
ば
見
る
程
、
内
容
の
乏
し
い
歌
」
(
前

掲
の
表
、
当
該
歌
の
、
評
の
要
点
の
欄
参
照
)
と
評
し
た
。
内
容
が
乏
し
い
の

は
、
形
式
に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
着
想

K
何
等
の
実
質

が
な
く
、
:
:
:
巧

K
調
を
綾
念
し
た
だ
け
だ
。
」
と
言
ョ
て
い
る
。
不
満
四
か

条
で
は

H
K
該
当
す
る
も
の
か
と
思
う
が
、
と
と
で
、
と
の
よ
う

K
難
じ
た
あ

と
K
、
「
併
し
是
れ
が
人
麿
の
歌
で
あ
る
か
ら
注
文
も
高
〈
非
難
も
出
る
の
は

勿
論
だ
。
」
と
添
え
て
い
る
の
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
相
手
が
人
麿
で
念
か

ヨ
た
な
ら
ば
何
も
こ
ん
な

K
高
い
注
文
も
せ
ず
、
非
難
も
す
る
も
の
で
は
念
い

と
い
う
心
持
が
、
あ
き
ら
か

K
ζ
ζ
K
は
あ
る
。
人
麿
の
歌
で
あ
る
か
ら
の
一

一
吉
は
、
人
麿
の
歌
人
と
し
て
の
技
量
を
じ
唾
う
ぶ
ん

K
認
め
て
い
る
と
と
を
物

器
開
ョ
て
い
る
。
「
予
の
境
遇
を
以
て
人
磨
の
作
歌
を
論
ず
る
は
、
其
の
責
任
の

極
め
て
大
な
る
を
感
ず
る
も
の
か
ら
、
:
:
:
」
(
同
前
二
八
一
ベ
)
と
言
う

と
き
の
気
持
と
、
や
は
タ
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

力
量
あ
る
人
麿
ゆ
え
に
、
友
会
飽
き
足
ら
ぬ
も
の
と
し
て
注
文
も
高
く
す
る

し
、
非
難
も
出
す
と
い
う
。
そ
と

K
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
麿
を
一
人
の
歌
人
と

し
て
、
現
に
一
人
の
歌
人
で
あ
る
自
分
が
持
ち
る
わ
せ
て
い
る
限

b
の
力
で
も

っ
て
相
対
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
る
と
と
が
で
き
る
。

「
万
葉
集
新
釈
」
の
と
の
人
麿
作
歌
評
は
、
し
た
が
ョ
て
、

ζ

の
頃
の
彼
の

作
歌
の
態
度
や
批
評
の
基
準
を
知
る
の

K
恰
好
の
も
の
と
言
わ
左
け
れ
ば
念
ら

ぬ。八
2
V
批
評
の
基
準

人
麿
の
作
歌
十
五
首
を
批
評
す
る
に
際
し
て
の
基
準
は
、
つ
づ
ま
る
と
と
ろ
、
-

一
首
の
、
「
形
式
」
と
「
内
容
」
と
の
か
か
わ
り
具
合

K
終
始
し
て
い
る
と
見
切

て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。

ち
な
み
に
、
賞
讃
は
、
「
一
首
全
体
は
何
処
と
左
〈
、
作
者
の
感
動
せ
る
心

の
さ
ま
が
現
れ
て
居
る
」
(
三

0
・
三
一
)
、
「
感
嘆
の
至
情
が
自
然

K
穣
h
J

溢
れ
て
」
い
る
三
三
ハ
)
、
「
誠

K
穏
か
念
叙
事
の
間

K
深
き
思
ひ
が
包
ま
れ

て
」
い
る
(
四

O
)
、
「
少
し
も
圭
角
な
き
調
の
中
に
限
り
な
き
情
趣
が
動
い

て
ゐ
る
」
(
四
一
)
、
一
一
説
明
臭
い
事
は
少
し
も
言
は
」
ず
い
て
、
「
余
情
限

b
念
き
も
の
」
が
あ
る
(
四
一
一
)
、
「
内
面
の
動
き
が
:
:
:
一
篇
の
上

K
響
い

て
る
調
子
に
現
れ
て
居
る
」
(
四
五
〉
、
「
時
は
来
向
ふ
の
一
句

K
:
:
:
感
情

の
動
き
が
含
ま
れ
て
居
る
」
(
四
九
〉
と
い
ョ
た
具
合
に
左
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
非
難
は
、
「
無
駄
念
飾
調
が
多
く
て
精
神
が
乏
し
い
」
(
二
九
)
、
「
着

想

K
何
等
の
実
質
が
な
く
:
:
:
巧

K
調
を
綾
念
し
た
だ
け
」
(
三
七
)
、
「
余
所

余
所
し
い
調
:
:
:
必
要
の
念
い
飾
調
念
ど
の
あ
る
為

K
、
作
者
の
同
情
的
感
情



の
表
現
が
余
程
妨
げ
ら
れ
て
居
る
」
(
四
六
)
、
「
感
情

K
乏
し
く
・
:
語
句
を

通
じ
て
何
等
の
響
も
無
い
」
(
四
七
)
、
「
文
章
的

K
:
:
:
記
述
さ
れ
て
あ
っ

て
、
作
者
の
感
情
が
、
ど
の
句
の
隅

K
も
現
れ
て
居
な
い
」
(
四
八
)
と
い
ヨ

た
具
合

K
念
さ
れ
て
い
る
ハ
前
掲
の
表
、
各
当
該
歌
の
、
評
の
要
点
の
欄
参
照
司

「
万
葉
論
」
で
人
麿
を
、
「
形
式
派
の
代
表
者
」
と
言
ョ
た
、
そ
の
「
形
式
」

K
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
さ
き

K
述
べ
た
よ
う
に
、
不
満
四
か
条
で
左
千
夫

自
身
が
「
内
容
」
を
用
い
て
い
る
の
で
、
私
も
ず
ョ
と
そ
れ

K
し
た
が
ョ
て
き

た
が
、
い
ま
と
う
し
て
、
評
一
一
一
一
口

K
つ
ぶ
さ

K
あ
た
ョ
て
み
る
と
、
「
形
式
」
は

「
調
」
「
調
子
」
で
あ
夕
、
「
内
容
」
は
「
心
」
「
感
情
」
で
あ
る
と
と
が
わ

か
ョ
て
く
る
。
そ
し
て
、
左
千
夫
の
場
合
は
、
そ
の
調

K
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い

れ
ば
、
つ
ま

b
、
作
者
の
感
情
の
動
き
を
調
子
に
よ
ヨ
て
知
る
と
と
が
で
き
れ

ば
、
そ
の
一
首
は
賞
讃
に
値
し
た
。
三

O
の
短
歌
念
ど
十
首
は
、
彼
の
眼
で
、

ま
ず
は
詞
に
心
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
左
ョ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
二
九
の
長

歌
以
下
五
首
は
、
詞

K
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
l
l
作
者
の
感
情
の
動
き
を
調

子
に
よ
ヨ
て
知
る
と
と
が
で
き
な
い
も
の
と
念
ョ
た
。

心
と
詞
が
緊
密

K
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
を
理
想
と
す
る
の
は
、
紀
貫
之

K

ま
で
さ
か
の
ぼ
・
9
う
る
と
と
で
、
決
し
て
事
あ
た
ら
し
く
念
い
。
問
題
は
、
そ

う
い
う
古
人
の
歌
評
の
基
準
を
、
左
千
夫
が
い
よ
い
よ
自
分
の
批
評
の
基
準
と

す
る
よ
う

K
左
ョ
た
時
期
、
ま
た
そ
の
契
機
で
あ
る
。
子
規
逝
去
後
ま
も
念
〈

抱
き
は
じ
め
た
不
満
と
言
う
け
れ
ど
も
、
も
は
や
と
の
「
万
葉
集
新
釈
」
の
人

麿
作
歌
評
で
は
、
と
れ
だ
け

K
強
〈
作
者
の
感
情
の
動
き
云
々
の
線
が
出
て
来

て
い
る
の
で
、
と
う
念
る

K
至
る
経
過
に
、
と
ζ

で
ど
う
し
て
も
注
目
し
念
け

れ
ば
念
ら
念
い
。
次
項

k
b
い
て
あ
ら
た
め
て
述
べ
よ
う
と
思
う
。

念
hv
い
ま
一
つ
、
難
は
す
べ
て
、
詞
が
余
ョ
て
心
の
不
足
し
て
い
る
も
の

K

向
け
ら
れ
て
い
る
が
(
左
千
夫

K
よ
れ
ば
、
人
麿
の
作
歌
に
は
心
が
余
ョ
て
調

の
不
足
し
た
も
の
は
な
い
)
、
そ
れ
ら
と
、
心
調
相
具
の
十
首
と
を
ど
の
よ
う

K
し
て
区
別
し
た
か
の
問
題
が
あ
る
。
尺
度
は
彼
の
主
観
念
の
で
あ
る
。
す
ぐ

れ
た
主
観
は
や
が
て
客
観
と
念
る
が
、
彼
の
場
合
は
、
斉
藤
茂
吉
も
言
う
よ
う

K
、
「
批
難
し
て
ゐ
る
う
ち

K
感
心
し
て
居

b
、
感
心
し
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
と

批
難
し
て
ゐ
る
。
」
(
「
柿
本
人
麿
評
釈
篇
二
」
の
、
，
人
麿
長
歌
評
釈

'
k
b

け
る
、
巻
一
l
四
五
の
川
ハ
鑑
賞
〉
の
項
)
と
い
う
実
情
で
、
「
鑑
賞
標
準
が
動

{
2一

}

揺
常
な
い
」
(
同
前
)
〆
、
と
い
う
と
と
に
結
局
は
な
る
と
思
う
。
と
の
点
は
、

次
々
項
k
b
h
て
ま
た
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
は
ず
で
あ
る
。

〈

S
V調
子

K
あ
ら
わ
れ
た
感
情
の
重
視
へ

|
|
「
人
麿
の
歌

K
対
す
る
不
満
の
要
点
」
公
表
会
で
l
|

写
実
を
強
調
し
念
が
ら
、
そ
れ
も
し
か
し
形
式
あ
ョ
て
の
も
の
と
す
る
「
万

葉
論
」
の
立
場
は
、
「
心
の
み
は
い
か
に
み
や
び
念

b
と
も
調
と
と
の
は
ぬ
は
・

い
ま
だ
歌
と
は
云
ひ
が
た
き
念

b
。
」
(
左
千
夫
歌
論
集
巻
三
二
ベ
)
と

ω

し
た
「
非
新
自
讃
歌
論
」
(
明
白
・

2
)
の
そ
れ
と
究
極
k
b
い
て
同
じ
で
あ
一

る
。
子
規
入
門
以
前

K
、
と
う
し
た
「
調
」
重
視
の
態
度
を
彼
が
持
っ
た
と
と

。(
3
)，

K
は
、
賀
茂
真
淵
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
、
と
の
態
度
は
子
規
師
事
後
も
、

没
後
も
、
と
も
か
く
終
生
つ
づ
く
。
重
要
左
の
は
、
そ
の
「
調
」
と
「
心
」
と

を
ど
う
い
う
か
た
ち
に
b
い
て
把
援
し
た
か
で
あ
る
。

「
非
新
自
讃
歌
論
」
も
「
万
葉
論
」
も
、
二
つ
は
別
々
の
も
の
と
見
て
い
る
。

つ
ま

b
、
二
元
的

K
と
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
万
葉
集
新
釈
」
の
人
麿
論

で
は
、
上
来
見
て
き
て
い
る
よ
う

K
、
あ
き
ら
か

K
二
冗
の
も
の
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
。
四
十
三
年
と
い
う
年
、
と
の
年
を
い
ま
焦
点
と
し
て
さ
か
の
ぼ
っ

て
み
よ
う
。

三
十
六
年
六

i
七
月
は
、
「
万
葉
論
」
発
表
の
時
期
で
あ
る
が
、
と
れ
と
時

を
同
じ
う
す
る
「
仁
徳
天
皇
之
御
歌
」
の
念
か
に
、
調
子

K
あ
ら
わ
れ
た
感
情



を
重
視
し
た
発
言
が
一
か
所
念
ら
ず
あ
る
。
例
え
ば
、
「
山
菅

k
h
し
け
と
h
y

や
ま
い
し
け
し
け
あ
が
も
ふ
つ
ま

K
い
し
き
逢
は
む
か
も
」
を
評
し
て
、
「
此

の
歌
:
:
:
、
急
迫
せ
る
調
子
を
以
て
能
く
其
の
急
迫
せ
る
感
情
を
発
揮
ぜ
h
y
。」

(
同
前
巻
一
三
七
九
ぺ
)
と
一
一
=
一
一
ロ
ョ
て
い
る
と
と
ろ
。
調
子
が
感
情
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
と
す
る
|
|
二
者
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

管
見
で
は
、
と
れ
以
前
の
論
考

K
は
と
の
穫
の
発
言
は
見
え
念
い
か
ら
、

ζ

と

を
起
点
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
一
方

K
「
万
葉
論
」
が
あ

b
、
そ
の
後
も
「
万
葉
集
新
釈
」

K

至
ョ
て
、
三
十
七
年
七
月
、
「
う
っ
せ
み
の
命
を
惜
し
み
浪

K
ひ
で
伊
良
ど
の

し
ま
の
玉
藻
か
・
9
は
む
」
(
巻
一

l
二
一
二
。
時
の
人
)
を
評
し
て
、
「
麻
績
王

K
深
き
同
情
を
寄
せ
た
あ
は
れ
な
心
が
意
味
以
外
の
調
子

K
能
く
顕
れ
て
ゐ
る
。
」

(
同
前
一
六

O
ペ
)
と
、
調
子

K
こ
も
る
作
者
の
感
情

K
留
意
す
る
か
と
思

え
ば
、
そ
の
翌
年
一
月

K
は
、
「
わ
ぎ
も
と
を
い
ざ
み
の
山
を
高
み
か
も
や
ま

と
の
見
え
ぬ
国
遠
み
か
も
」
(
巻
一

l
四
四
。
石
上
大
臣
〉
を
評
し
て
、
「
是

等
の
歌
か
ら
見
る
と
、
今
世
人
の
歌
の
音
調
の
蕪
雑
念
る
情
念
い
有
様
と
云
は

ね
ば
な
ら
ぬ
。
内
容
の
趣
味
優
れ
て
居
っ
て
も
、
立
回
調
が
整
は
な
け
れ
ば
、
例

へ
ば
絵
画
の
図
案
が
よ
く
と
も
彩
色
の
悪
い
の
と
同
じ
く
、
観
者
に
そ
れ
ほ
ど

の
趣
味
感
を
与
へ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
」
(
同
前
一
八
四
ベ
)
と

述
べ
て
、
両
者
の
対
立
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
年
七
月

K
は
、
「
h
t

ほ

ぶ
ね
の
つ
し
ま
の
渡
h
y
渡
念
か
k
a
さ
と
り
む
け
て
は
や
帰
h
y
と
ね
」
(
巻
一

l
六
一
一
。
春
日
蔵
首
老
)
を
評
し
て
、
「
意
味
単
純
念
だ
け
調
子
が
暢
達
し
て

一
読
快
活
を
感
ず
る
。
平
凡
念
と
と
も
一
玄
ひ
様
で
活
き
て
来
る
。
却
て
韻
文
の

真
価
値
は
如
此
点

K
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。
」
(
同
前

二
O
二
ベ
)
と
、
重
点
を
意
味
よ
h
y
も
調
子
k
b
い
た
言
葉
を
吐
い
て
い
る
0

1
1
こ
の
よ
う
左
有
様
で
、
ど
う
も
主
張

K
一
本
と
b

ョ
た
も
の
が
念
い
。

「
仁
徳
天
皇
之
御
歌
」

K
か
い
て
、
二
者
を
一
元
化
す
る
方
向
が
見
え
て
い
た

け
れ
ど
も
、
一
ニ
十
八
年
-
K
至
っ
て
念
-b
と
の
よ
う

K
主
張

K
混
乱
が
あ
る
と
い

う
と
と
は
、
や
は
h
y
ま
だ
彼
が
、
二
つ
の
も
の
を
二
つ
の
も
の
と
し
て
、
つ
ま

タ
対
立
的
念
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
と
を
意
味
す
る
と
思
う
。

し
か
し
、
三
十
八
年
も
後
半
期

K
か
か
る
頃
か
ら
は
、
さ
き
の
「
山
背

K
」

や
「
う
っ
せ
み
の
」
の
歌
評
、
そ
し
て
‘
、
人
麿
作
の
四

0
・
四
一
・
四
二
の
歌

評
(
前
掲
の
表
、
各
当
該
歌
の
、
評
の
要
点
の
欄
参
照
)
K
見
え
た
二
者
一
元

化
の
方
向
が
、
か
念
h
y
強
く
ま
ョ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
五

月
K
、
「
b
ほ
と
も
の
み
津
の
浜
念
る
忘
貝
家
な
る
妹
を
忘
れ
て
思
へ
や
」

(
巻
一

I
六
八
。
身
人
部
王
)
を
評
し
て
、
「
真

K
本
気

K
な
っ
て
寧
ろ
泣
顔

を
し
て
妻
女
の
誤
解
を
云
ひ
と
か
ん
と
せ
る
趣
が
、
能
く
一
首
の
調
子
の
上

K

顕
れ
て
居
る
。
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
働
い
て
居
ら
ね
が
、
調
子
の
上

K
そ
れ
が
見
・

え
る
。
:
:
:
万
葉
集
の
歌
の
最
も
味
ふ
べ
き
点
で
あ
る

O
i
-
-
-今
の
人
は
只
々
加

詞
調
の
整
は
ん
と
と

K
の
み
力
を
入
れ
て
此
の
真
情
の
溢
る
る
自
然
の
発
動
を
.

b
ろ
そ
か

K
し
て
居
る
。
」
(
同
前
一
九
三
ベ
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
も
、

ま
た
七
月
、
「
ζ

ぜ
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら

K
見
つ
つ
し
ぬ
ば
念
と
せ
の

春
野
を
」
(
巻
一

1
五
因
。
坂
門
人
足
)
を
評
し
て
、
「
感
興
ま
づ
湧
い
て
眼

K
映
じ
た
重
念
事
物
を
取
っ
て
直

K
詞

K
綴
る
。
如
何

K
も
無
造
作
な
調
子

K

出
て
く
る
故
、
想
と
調
と
の
区
別
を
感
ず
る
暇
が
念
い
。
古
人
の
う
ま
い
所
が

そ
と

K
在
る
の
で
あ
る
。
序
歌
と
難
も
決
し
て
捺
へ
物
の
感
じ
が
念
い
。
想
と

詞
と
自
然
的

K
融
合
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
同
前
二

O
Oぺ
〉
と
言

ョ
て
い
る
の
で
も
う
か
が
え
る
。

前
者
の
、
「
真
情
の
溢
る
る
自
然
の
発
動
云
々
」
の
発
言
は
、
と
れ
ま
で

K

ま
ョ
た
く
念
か
ョ
た
も
の
だ
け

K
注
意
し
た
い
。
彼
の
限
が
い
よ
い
よ
と
と

K

向
け
ら
れ
は
じ
め
た
|
|
作
者
の
感
情
の
発
現
を
重
視
し
は
じ
め
た
と
言
え
る
も



の
で
あ
る
。

後
者
で
は
、
「
感
興
ま
づ
湧
い
て
」
と
し
て
い
る
。
四
十
一
年
十
月
の
門
田
'

安
宗
武
の
歌
と
僧
良
寛
の
歌
」

k
b
い
て
、
と
れ
は
「
感
情
の
自
然
流
露
説
一
寸
」

と
な
h
y
、
や
が
て
「
叫
び
の
説
」

K
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
念
念
、
円
無
造
作

【

陸

司

u'
】

な
調
子
云
々
」
は
、
一
二
十
九
年
十
月
の
「
八
百
歌
論
」
で
「
無
造
作
説
」
ど
左

る
も
の
。
「
無
造
作
」
の
意
味
は
、
同
年
三
月
の
「
万
葉
集
新
釈
」
で
、
長
皇

子
の
歌
(
巻
一

i
六
五
)
を
評
し
て
、
「
万
棄
の
歌
は
大
抵
無
造
作
に
読
ん
だ

歌
で
あ
る
か
ら
、
成
る
べ
く
無
造
作

K
解
釈
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
」
(
同

前
一
一
一
七
ぺ
)
と
言
ョ
て
い
る
「
無
造
作
」
と
同
じ
く
、
「
率
直
K
」
「
ひ

ね
く
ら
ず

K
」
と
い
う
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。
人
麿
作
歌
評
で
も
、
讃
辞
の
な
か

K

と
れ
を
二
回
ほ
ど
用
い
て
い
る
(
四
五
・
四
九
。
前
掲
の
表
、
各
当
該
歌
の
、

評
の
要
点
の
欄
参
照
)
。
と
も

K
、
ひ
ね
く
ら
ず

K
、
の
意
に
解
し
て
い
い
と

思
う
。
五
四
の
歌
の
場
合
も
、
「
無
造
作
な
調
子

K
出
て
く
る
」
と
言
う
。
出

て
く
る
も
の
は
、
内

K
ま
ず
湧
い
た
「
感
興
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
内
K
充
実
し

て
、
無
造
作
念
調
子
で
外
部

K
出
る
の
で
、
想
と
調
、
つ
ま
h
y
内
容
と
調
子
と

を
区
別
す
る
と
と
が
で
き
念
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
感
興
」
の

充
実
と
そ
は
、
想
と
詞
(
内
容
と
調
子
)
と
を
一
元
化
さ
ぜ
る
も
の
と
い
う
と

と
K
な
る
。
彼
が
、
「
感
興
」
の
充
実
を
重
視
し
、
そ
の
自
然
の
発
動
を
強
調

し
た
と
と
は
、
こ
の
よ
う

K
見
る
と
と
が
で
き
る
と
思
う
。

要
す
る

K
そ
れ
は
、
二
つ
の
も
の
を
一
つ

K
す
る
も
の
、
区
別
を
さ
せ
ま
い

も
の
友
の
で
あ
る
。
一
つ

K
念
ョ
て
、
そ
れ
は
調
子
の
上
に
出
て
く
る
。
と
の
、

出
て
く
る
こ
と
を
、
彼
は
、
「
流
露
」
ナ
る
と
言
ョ
た
。
ま
た
、
「
心
の
郷
曹
を

(S) 

さ
な
が
ら

K
ひ
び
け
る
」
と
も
言
ョ
た
。

ζ

の
、
「
心
の
響
を
き
念
が
ら

K
ひ

び
け
る
」
は
、
晩
年
の
、
「
言
語
の
ひ
び
き
」
「
言
語
の
声
化
」

K
つ
念
が
る

も
の
で
あ
る
。
「
目
安
宗
武
と
僧
良
寛
の
歌
」
で
は
、
ま
だ
そ
と
ま
で
に
強
〈

意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
そ
れ
で
も
と
の
一
篇
は
、
彼

が
と
れ
ま
で

K
触
れ
て
き
た
作
歌
の
上
で
の
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
を
ほ
と
ん
ど
取

b
扱
ョ
て
い
る
ζ

と
K
な
い
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

茂
吉
に
よ
れ
ば
、
左
千
夫
は
、
「
観
潮
楼
歌
会

K
出
席
し
て
、
ス
バ
ル
一
派

の
西
洋
象
徴
主
義
的
念
作
風

K
接
触
し
、
そ
れ
等
の
歌
風

K
対
す
る
反
感
か
ら
、

特
K
「
ひ
ね
く
h
y
、
ζ

ね
く
h
y
」
を
排
し
:
:
:
、
ま
た
一
方
に
は
三
井
甲
之
氏

一
派
と
の
葛
藤
が
あ
ョ
て
、
益
々
自
然
流
露
の
歌
を
希
求
し
た
と
い
ふ
ゃ
う
左

経
路
を
も
有
し
て
居
る
己
〈
左
千
夫
歌
集
合
評
二

O
一
ぺ
)
と
言
う
。
じ
ゅ

う
ぶ
ん
考
え
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
特

K
、
感
興
の
自
然

K
よ
る
詩
作
を

説
い
て
い
る
の
は
、
根
本

K
が
い
て
、
親
鴛
上
人
の
、
計
ら
い
を
否
定
す
る
精

『

'
E

】

神
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
が
、
「
ア
ン
ピ
巻
頭
調
一
一
こ
、
(
明

治
却
・

8
)
な
ど
よ
h
y
知
ら
れ
る
。

左
千
夫
自
身

K
即
し
て
み
れ
ば
、
四
十
年
四

1
五
月
と
、
日
本
新
聞

K
「
勾
佐

玉
日
記
」
(
和
歌
ま
じ
り
の
日
記
文
)
を
連
載
し
て
、
和
歌
を
、
そ
れ
と
そ
計
.

ら
い
な
く
き
わ
め
て
自
在

K
、
楽
々
と
う
た
い
あ
げ
る
と
と
を
試
み
た
の
も
ま

ぇ
、
「
田
安
宗
武
と
僧
良
寛
の
歌
」
を
内
容
の
あ
る
も
の
と
す
る
の
に
役
立
ョ

て
い
る
と
思
う
。

古
人
の
作
も
も
と
よ
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
勾
玉
日
記
」
の
体
験
を
通
し

て
、
そ
の
理
論
に
厚
み
の
加
わ
ョ
た
「
目
安
宗
武
と
僧
良
寛
の
歌
」
を
経
過
し

た
、
受
四
十
二
年

K
は
、
同
時
代
の
、
し
か
も
彼
と
も
っ
と
も
近
い
関
係
に
あ

る
直
系
門
人
の
作
も
、
も
ョ
ば
ら
内
容
と
調
子
と
の
関
係
を
焦
点
に
し
て
評
す

る
よ
う
K
念
る
。
例
え
ば
、
茂
吉
の
「
あ
念
う
ま
粥
強
飯
を
を
す
念
ぺ

K
細
h
y

し
患
の
太
h
y
行
く
か
も
」
(
同
年
作
「
細

b
身
」
一
連
の
う
ち
)
K
つ
い
て
、

「
「
あ
念
う
ま
」
の
一
匂
は
今
一
工
夫
あ
h
y
た
か
っ
た
。
全
体
に
就
い
て
も
意

味
と
調
子
と
の
交
渉

K
今
一
段
の
努
力
が
ほ
し
か
っ
た
己
(
明
治
必
・
口
『
ア



ム
S
)

ラ
ラ
ギ
』
所
載
「
短
歌
研
究
」
)
と
言
ョ
て
い
る
あ
た
夕
、
そ
の
聞
の
消
息
を

う
か
が
う
と
と
が
で
き
る
。

「
感
興
」
の
充
実
が
歌
の
内
容
と
調
子
と
を
一
元
化
さ
せ
る
と
考
え
た
三
十

八
年
の
後
半
期
か
ら
九
年

K
か
け
て
、
こ
の
頃
の
万
葉
観
は
、
さ
き

K
引
用
の

「
万
葉
の
歌
は
大
抵
無
造
作

K
読
ん
だ
歌
で
あ
る
云
々
」

K
よ
ョ
て
知
ら
れ
る

が
、
と
れ

K
続
け
て
、
「
い
つ
も
な
が
ら
万
葉
の
歌
は
、
作
者
の
感
一
興
が
能
く

調
子
の
上

K
顕
れ
て
居
る
か
ら
、
調
以
外

K
深
き
興
味
を
読
者

K
与
へ
る
の
で

あ
る
己
(
左
千
夫
歌
論
集
巻
一
一
一
一
八
ベ
)
と
言
ョ
て
い
る
の
で
さ
ら

K

明
ら
か

K
左
る
。
つ
ま
夕
、
も
う
と
の
時
点
で
、
万
葉
の
歌
は
内
容
と
調
子
と

が
一
体

K
左
ョ
て
い
る
と
見
倣
し
た
の
で
あ
る
。
四
十
二
年
九
月
の
「
万
葉
集

新
釈
」
で
、
中
皇
命
の
長
歌
(
巻
一

l
三
)
を
評
し
た
あ
と

K
、
「
概
し
て
万

葉
の
歌
は
、
浅
均
し
く
見
て
終
つ
て
は
到
底
其
の
真
味
を
味
ひ
得
る
と
と
が
出

来
ぬ
。
内
容
と
詩
形
と
の
関
係
が
極
め
て
自
然
で
あ
る
か
ら
、
内
容
の
動
き
は

必
ず
調
子
の
上
に
現
れ
て
居
る
。
」
(
同
前
一
一
一
一
一
九
ベ
)
と
述
べ
た
の
は
、
さ

き
の
三
十
八

i
九
年
の
一
一
言
説
の
発
展
と
し
て
、
主
張
を
も
う
一
つ
徹
底
さ
せ
る

の
に
役
立
ョ
て
い
る
。
四
十
二
年

K
し
て
、
彼
の
万
葉
観
は
ζ

と
ま
で
進
ん
で

来
た
。
関
心
の
焦
点
は
、
一
首
の
内
容
と
詩
形
と
の
か
か
わ
h
y
あ
い
で
あ
る
。

あ
く
る
四
十
三
年
四
月
、
人
麿
作
歌
評
の
基
準
が
こ
と

K
な
ョ
て
い
る
の
は
、

念
り
ゆ
き
と
し
て
ど
く
自
然
で
あ
り
、
ま
た
必
然
の
と
と
と
言
う
べ
き
で
あ
る

o
 

h
円
ノ

対
象
が
巻
一

K
限
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
麿
以
後
と
い
え
ば
、
六
三
の

憶
良
の
歌
だ
け
で
あ
る
。

ζ

の
と
と
を
心
得
た
上
で
、
四
十
二
年
末
ま
で
の

「
万
葉
集
新
釈
」
で
扱
ョ
た
も
の

K
つ
い
て
み
る
と
、
四

0
・
四
一
・
四
二
の

人
麿
作
歌
三
首
の
ほ
か
は
、
人
麿
以
前
の
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

ζ

と
K

四
十
二
年
の
ど
と
き
は
、
扱
ョ
た
の
は
雄
略
天
皇
(
巻
一
l
一
)
、
錦
町
明
天
皇

(
同
l
二
)
、
中
皇
命
(
同
1
三
・
四
)
、
軍
王
(
同
l
五
二
ハ
)
、
中
大
兄

皇
子
(
同
l
一
三
・
一
四
)
、
額
田
王
(
同
l
十
六
・
十
七
・
十
八
)
左
ど
、

人
麿
以
前
の
も
の
ば
か
h
y
で
あ
る
。

人
麿
以
前
の
歌

K
つ
い
て
、
「
万
葉
論
」
で
は
、
「
枕
調
念
ど
の
使
用
と
そ

少
左
け
れ
、
其
の
高
朗
円
熟
念
る
調
子
の
如
何

K
趣
味
深
き
か
を
知
ら
む
」

(
同
前
一
一
七
ペ
)
と
述
べ
た
が
、
「
万
葉
集
新
釈
」
に
至
ョ
て
は
、
そ
の

「
高
朗
円
熟
念
る
調
子
」
の
上

K
あ
ら
わ
れ
た
作
者
の
感
情
の
動
き

K
格
別
の

注
意
を
払
い
、
例
え
ば
二
ニ
の
、
中
大
兄
皇
子
の
長
歌
を
、
四
十
二
年
十
一
月
、

「
頗
る
平
凡
な
内
容
で
あ
る
が
、
仔
細

K
調
の
調
子
を
吟
味
し
て
見
る
と
、
作

者
が
つ
く
づ
く
と
溜
息
を
つ
い
て
、
嘆
息
し
た
さ
ま
が
能
く
現
れ
て
居
る
。
」

(
同
前
二
五

O
ベ
)
と
し
て
い
る
。
翌
四
十
三
年
も
、
三
月
に
は
、
二
五
の

天
武
天
皇
の
長
歌
を
評
し
、
「
言
語
の
調
子

K
伝
は
っ
て
現
は
れ
来
る
細
微
な

る
作
者
心
裏
の
動
き
を
感
取
し
て
味
ふ
べ
き
で
あ
る
。
」
(
同
前
二
七
四
ぺ
)

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

左
千
夫
の
限
に
は
、
人
麿
以
前
の
も
の
は
、
h
t
h
F

む
ね
作
者
の
感
動
が
そ
の

ま
ま
調
子
の
上

K
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
映
じ
た
の
で
あ
る
。
次
々
と
取
り
扱
ヨ

て
い
く
も
の
が
み
念
そ
う
念
の
で
、
そ

ζ
K
は
、
動
じ
念
い
彼
の
一
つ
の
見
解

が
樹
立
さ
れ
た
。
さ
き
の
、
「
概
し
て
万
葉
の
歌
は
云
々
」
に
し
て
し
か

D
で

あ
る
。

-2倉一

こ
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
見
解
が
熱
し
て
い
く
か
た
わ
ら
、
彼
は
そ
れ
を
つ

ね
に
人
麿
の
歌
k
b
し
及
ぼ
し
、
み
ず
か
ら
の
人
麿
観
を
培
い
続
け
た
。
人
麿

以
前
の
歌
に
比
べ
て

i
l
と
、
終
始
比
較
を
彼
流

K
試
み
て
い
た
も
の
と
思
う
。

そ
の
結
果
、
人
麿
の
も
の
は
、
調
子

K
蕪
雑
念
も
の
は
み
じ
ん
も
な
く
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
点

K
意
を
用
い
る
た
め

K
、
内
容
と
の
関
係
が
、
こ

れ
ま
で
ず
ョ
と
見
て
き
た
人
麿
以
前
の
も
の
の
場
合
の
よ
う

K
、
か
念
ら
ず
し



も
自
然
で
は
念
い
と
い
う
結
論

K
達
し
た
。
不
満
の
要
点
四
か
条
は
、
そ
の
両

者
の
関
係
の
不
自
然
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的

K
衝
い
た
も
の
で
あ
る
。

彼
の
元
来
の
内
容
調
子
二
元
論
が
、
三
十
八
年
後
半
期
頃
よ

b
一
元
化
の
方

向
K
む
か
い
、
も
は
や
と
れ
を
述
べ
る
四
十
三
年
で
は
す
っ
か
タ
一
元
論

K
な

ヨ
た
と
と
を
、

ζ

の
「
人
麿
の
歌

K
対
す
る
不
満
の
要
点
」
四
か
条
の
公
表
は
、

き
わ
め
て
端
的
K
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

八
4
V自
家
撞
着
の
問
題

上
K
も
述
べ
た
よ
う

K
、
人
麿
の
歌
に
つ
い
て
左
千
失
は
、
子
規
逝
去
後
ま

も
な
く
の
頃
か
ら
不
満
を
抱
き
は
じ
め
て
、
稿
に
臨
ん
で
は
、
「
愈
多
年
胸
中

に
蓄
積
せ
る
問
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
の
容
易
念
ら
ざ
る
を
思
う
て
、

覚
え
ず
戦
傑
し
た
」
と
言
う
。
か
く
し
て
四
か
条
の
不
満
を
掲
げ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
後
の
人
麿
作
歌
評
へ
の
興
味
と
期
待
は
ま
と
と

K
一
言
い
知
れ
ぬ
も

の
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
じ
つ
は
彼
に
よ
る
と
、
「
人
麿
の
歌

K
不
満
が
あ
る
と

云
う
て
も
、
人
麿
の
歌
が
悉
く
面
白
く
念
い
と
云
ふ
の
で
は
勿
論
無
い
の
で
」
、

「
人
麿
の
歌

K
も
随
分
飽
足
ら
ぬ
歌
が
あ
る
と
云
ふ
に
外
な
ら
ぬ
」
(
同
前

二
八
三
ぺ
)
の
で
あ
ョ
た
。
る
た
か
も
真
淵
が
、
人
麿
を
絶
讃
し
な
が
ら
、
一

方
K
、
「
上
つ
代
の
歌
を
味
ひ
見
れ
ほ
、
人
麿
の
歌
も
巧
を
用
ゐ
た
る
所
、
猶

コ
(g)

後
K
っ
く
方
念
h
y
云
々
。
」
と
言
ョ
て
い
る
よ
う

K
。

真
淵
の
こ
の
言
を
引
用
し
た
あ
と
、
左
千
夫
は
不
満
四
か
条
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
二
九
・
三
七
・
四
六
・
四
七
・
四
八
の
五
首

k
b
し
及
ほ
さ

れ
る
。
「
技
何
に
任
ぜ
て
詠
み
な
ぐ
ヨ
た
」
(
四
六

i
四
八
。
同
前
一
ニ
一
六

ベ
。
前
掲
の
表
、
舗
の
、
評
の
要
点
の
欄
参
照
)
と
い
う
評
を
く
だ
し
た
の
も

あ
る
が
、
も
ョ
と
も
き
び
し
い
の
は
、
「
言
語
が
徒
ら
に
豊
富
で
、
内
容
は
甚

だ
貧
弱
念
も
の
で
あ
る
。
暗
雲
と
枕
調
を
使
用
ー
し
て
居
る
が
、
其
の
枕
詞
が
殆

ど
虚
飾
的
に
配
列
さ
れ
て
あ
る
。
虚
飾
的
言
語
が
多
過
ぎ
る
為

K
、
作
者
の
嘆

息
し
た
情
意
の
動
き
を
感
ず
る
こ
と
甚
だ
か
す
か
左
の
で
あ
る
。
:
:
:
人
麿
は

言
語
の
綾
を
悦
ぶ
の
弊
に
陥
夕
、
浅
薄
念
形
式
趣
味

K
憧
標
し
た
跡
が
あ
る
と

見
て
は
居
っ
た
が
、
是
程
に
一
一
言
語
を
乱
用
し
て
居
る
と
は
思
は
念
か
っ
た
。
つ

ま
hy---
尋
問
を
綾
ま
す
技
巧
が
其
の
弊
を
導
い
た
の
で
あ
る
日
」
(
同
前
二
八
三

1
二
八
八
ベ
)
と
い
う
、
二
九
の
長
歌
の
評
で
あ
る
。
と
の
長
歌
か
ら
順
を
追

ョ
て
評
釈
は
進
む
わ
け
で
、
左
千
夫
と
し
て
は
、
そ
れ
に
と
も
念
い
、
と
れ
ま

で
積
タ
積
ョ
て
い
た
不
満
を
思
い
き
ョ
て
ぶ
ち
ま
け
た
と
見
る
べ
き
で
る
ろ
う
。

ま
っ
た
く
、
目

K
つ
い
て
し
か
え
の
念
か
ョ
た
人
麿
の
技
巧
で
あ
ョ
た
。

と
も
あ
れ
、
同
じ
動
機
の
場
合
の
作
歌
で
、
失
敗
し
た
タ
傑
作

K
念
っ
た
h
y

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ζ

れ
K
つ
い
て
は
茂
吉
が
す
で

K
触
れ
て
い
る
の
で

(
旬
)

あ
る
が
(
前
出
。
巻
一

I
四
五
の
〈
鑑
賞
〉
の
項
)
、
長
歌
が
愚
作
で
短
歌

が
傑
作
、
ま
た
、
長
歌
だ
け
が
傑
作
で
短
歌
が
愚
作
と
い
う
と
と
が
、
実
際
問

mr

題
と
し
て
あ
h
y
う
る
か
ど
う
か
。

三

0
・
三
一
は
賞
讃
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
は
や
ぎ
タ
ぎ
り
の
点

K
あ
る
一

ζ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
れ
以
上
技
巧
が
目
立
て
ば
、
ま
ョ
た
く
技
巧
だ
け

の
も
の

K
念
っ
て
し
ま
う
と
と

K
注
意
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
彼

k
b
け
る

賞
讃
と
批
難
の
境
界
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
〈

2
V
で
も
述
べ
た

よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
を
ほ
め
て
ど
と
か
ら
を
難
ず
る
か
は
彼
の
主
観
次
第
で
あ

る
か
ら
、
結
局
は
、
そ
の
主
観
の
普
遍
妥
当
性
あ
る
い
は
客
観
性
如
何
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

弘
明
)

短
所
H
消
極
的
方
面
、
長
所
目
積
極
的
方
面
と
す
る
茂
吉
に
し
た
が
え
は

茂
吉
は
徹
頭
徹
尾
人
麿
の
積
極
的
方
面
に
つ
い
て
述
ベ
た
と
い
う
と
と
に
念
る
。

と
れ
に
対
し
て
左
千
夫
は
、
そ
の
消
極
的
方
面

K
も
目
を
つ
け
て
い
る
。
自
を

つ
け
た
と
い
う
よ

b
む
し
ろ
、
そ
れ
が
目

K
っ
き
す
ぎ
た
と
い
う
と
と

K
な
る

と
思
う
。
目

K
っ
き
す
ぎ
て
、
そ
の
つ
ど
、
問
題
の
そ
の
点

K
言
及
し
た
が
、



一
方
ま
た
人
麿
の
力
量
を
じ
酔
う
ぶ
ん
認
め
て
も
い
る
た
め

K
、
長
所
と
短
所

を
見
分
け
る
暴
準
が
彼
自
身
の
内

K
は
必
ず
あ
ョ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
し

て
、
彼
自
身
つ
と
め
て
そ
れ

K
し
た
が
必
う
と
し
た
け
れ
ど
、
ぎ
-P
ぎ

b
の
決

着
を
つ
け
る
と
き

K
は
や
は
夕
、
茂
吉
も
言
う
よ
う

K
「
動
揺
常
念
い
」
も
の

と
念
っ
た
の
で
あ
る
。

ほ
め
て
い
る
か
と
思
う
と
く
さ
す
、
く
さ
し
て
い
る
か
と
思
う
と
ほ
め
る
、

し
か
も
、
長
歌
を
激
賞
す
る
か
と
思
う
と
、
す
ぐ
後
の
短
歌
を
い
き
念
・
9
難
ず

る
と
い
う
と
と
は
、
茂
吉
も
言
う
よ
う

K
、
考
え
ら
れ
念
い
と
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
左
千
夫
の
人
麿
作
歌
評

K
は
そ
れ
が
現
実
と
な
ヨ
て
い
る
。
と
の
と
と

K
つ
い
て
茂
吉
は
、
「
先
師
の
如
き
優
れ
た
作
歌
力
量
の
あ
る
も
の
で
、
且
つ

俊
秀
な
鑑
賞
眼
を
持
っ
て
ゐ
る
も
の
で
も
、
人
麿
の
作

K
対
す
る
と
き

K
は
、

そ
の
鑑
賞
眼
が
か
く
の
知
〈
動
揺
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
和
歌
を
鑑
賞
す
る
と

と
の
知
何

K
複
雑
で
む
づ
か
し
く
且
つ
興
味
ふ
か
い
も
の
だ
か
と
い
ふ
と
と
は
、

と
れ
を
見
て
も
沙
が
る
の
で
あ
る
己
(
前
出
。
巻
一

1
四
五
の
〈
鑑
賞
〉
の
項
)

と
述
べ
て
い
る

9
1、
先
師
へ
の
敬
意
を
払
い
な
が
ら
、
和
歌
鑑
賞
の
む
ず
か
し

さ
を
説
〈
茂
吉
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
容
易
念
と
と
で
は
念
い
が
、
左

千
夫
の
場
合
、
、
も
っ
と
そ
の
主
観
が
透
徹
し
て
い
れ
ば
、
長
歌
を
賞
讃
す
る
か

と
思
う
と
す
ぐ
後
の
短
歌
を
難
ず
る
と
い
ョ
た
、
あ
ま
h
y
k
も
悲
意
的
な
と
と

は
、
あ
る
い
は
し
念
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

ひ
と
ま
ず
は
と
の
よ
う

K
考
え
て
み
る
け
れ
ど
も
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
、
彼

の
人
麿
論
の
見
ら
れ
る
「
万
葉
集
新
釈
」
の
公
け

K
さ
れ
た
明
治
四
十
三
年
と

い
う
年
を
、
そ
の
歌
論
の
体
系
k
b
い
て
み
る
と
、
大
正
元

1
二
年
の
「
叫
び

の
説
」

K
通
ず
る
、
「
言
語
の
ひ
び
き
説
」
を
、
十
二
月
(
人
麿
論
の
終
ョ
た

月
)
K
発
表
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
左
千
夫
自
身
が
と

ζ
K
至
ョ
て
な

、
。
(
柑
同
)

b
成
長
過
程

K
あ
っ
た
と
と
を
、
と
の
と
と
は
如
実

K
物
語
ョ
て
い
る
と
思
う

彼
が
た
え
ず
動
い
て
い
る
と
と
を
、
つ
ま
h
y
、
み
ず
か
ら
の
そ
う
し
た
動
揺
を
、

「
万
葉
集
新
釈
」
の
と
の
人
麿
論

l
l
そ
と

K
内
在
す
る
自
家
撞
着
は
暴
露
す
る

と
と

K
念
ョ
た
と
見
る
と
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四

結
語

以
上
、
左
千
夫
の
人
麿
論
を
「
万
葉
稔
」
か
ら
「
万
葉
集
新
釈
」
へ
と
見
て

き
て
、
そ
と

K
た
え
ざ
る
成
長
の
あ
ョ
た
と
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
と
と

で
成
長
と
い
う
時
、
そ
の
中
身

K
、
憶
良
へ
の
共
感
の
深
ま
h
J
が
あ
ョ
た
と
と

を
見
の
が
し
て
は
念
る
ま
い
と
思
う
。

憶
良

K
対
す
る
左
千
夫
の
評
は
、
「
万
葉
論
」
の
中

K
、
憶
良
と
赤
人

K
新

し
い
写
実
面
を
聞
い
た
点
を
認
め
て
い
る
と
と
は
さ
き

K
触
れ
た
。
彼
は
そ
と

k
b
い
て
、
憶
良
w
h
赤
人
よ
・
9
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
憶
良
の
作

品

K
つ
い
て
、
「
意
味
を
主
と
し
て
調
子
を
次

K
ぜ
る
趣
一
読
し
て
感
知
す
る
儲

を
得
む
」
と
し
て
、
調
子
の
蕪
雑
で
あ
る
と
と
を
認
め
な
が
ら
、
「
然
れ
ど
も
帽

是
等
の
歌
を
反
復
読
請
吟
味
す
れ
ば
、
着
想
の
最
も
自
然

K
し
て
情
懐
の
極
め

て
痛
切
左
る
を
覚
え
ず
ん
ば
あ
ら
ず
d
(
左
千
夫
歌
論
集
巻
一
一
一
一

O
ベ
)

と
し
て
い
る
。
服
部
喜
美
子
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う

K
、
「
ま
さ

K
人
麿

K
対
す

る
、
「
文
彩
余
h
y
あ
っ
て
質
是
れ

K
伴
は
ざ
る
、
内
容
の
自
然
的
発
現
を
重
ん

ぜ
ず
し
て
形
式

K
偏
す
る
」
等
の
評
言
と
対
鵬
的
友
一
言
葉
が
憶
良
の
作

K
与
え

円

(

“

円

)

ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
」

「
万
葉
集
新
釈
」
で
は
、
六
三
の
「
い
ざ
と
ど
も
は
や
日
本
へ

k
b
ほ
と
も

の
み
つ
の
浜
松
ま
ち
と
ひ
め
ら
む
」
だ
け
を
扱
ョ
て
い
る
(
明
治
卸
・

2
〉
。

そ
ζ

で
は
と
の
歌
を
、
「
詞
も
趣
向
も
別

K
優
れ
た
点
の
宏
い
歌
で
あ
る
が
、

作
者
の
感
情
が
実

K
能
く
調
子
の
上
一
に
顕
れ
て
居
る
の
は
、
見
の
が
す
と
と
の

出
来
念
い
処
で
あ
る
。
」
と
賞
讃
し
、
さ
ら

K
、
「
今
の
人
の
歌
を
見
ょ
、
内



心
の
感
情
を
余
所

K
し
て
、
調
子
を
コ
ネ
ク
リ
調
を
ヒ
ネ
ク
り
す
る
か
ら
、
感

じ
と
い
ふ
も
の
が
顕
れ
て
居
ら
な
い
d
(
同
前
二

O
四
ぺ
)
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
の
後
は
、
「
叫
び
と
話
」
(
大
正
元
・

9
1同
2
・
2
)
k
b
い
て
、

「
銀
も
く
が
ね
も
玉
も
何
せ
む

K
ま
さ
れ
る
宝
子

K
し
か
め
や
も
」
(
巻
五
l

八

O
三
)
の
歌
を
あ
げ
て
、
「
子
を
思
ふ
感
情
よ
h
y
は
、
子
は
大
事
念
も
の
だ

可
愛
い
も
の
だ
と
い
ふ
考
の
方
が
主

K
な
っ
て
居
る
己
(
同
前
巻
二
五
八

一
ぺ
)
と
す
る
。
つ
づ
い
て
、
「
憶
良
家
持
等

K
は
帯
へ
た
歌
が
多
い
0

・
・
:
:

折
を
見
て
憶
良
と
家
持
の
歌
を
厳
粛

K
吟
味
し
て
見
ょ
う
と
思
っ
て
る
。
」
(
同

前
五
八
二
ベ
)
と
言
っ
て
い
る
が
、
五
か
月
後
(
大
正
二
年
七
月

)
K
急
逝

し
た
た
め
、
す
べ
て
は
不
可
能
左
と
と
と
な
ョ
て
し
ま
ョ
た
。

思
う

K
、
左
千
夫

K
も
ヨ
と
齢
が
許
さ
れ
た
念
ら
ば
、
「
万
葉
論
」
で
「
極

め
て
痛
切
念
る
情
懐
」
を
認
め
た
憶
良
の
作

K
対
し
て
、
そ
の
或
る
も
の

K
つ

い
て
は
、
憶
良
の
痛
切
念
る
情
懐
を
十
分

K
論
じ
得
た
で
あ
ろ
う
。
と
と

K
、

「
万
葉
集
新
釈
」
で
の
評
一
言

K
か
い
て
、
彼
が
あ
の
よ
う

K
強
固

K
返
け
よ
う

と
し
た
「
ヒ
ネ
ク
リ
コ
ネ
ク
リ
」
の
当
時
の
歌
壊

K
対
し
て
、
憶
良
の
「
作
者

の
感
情
が
実

K
よ
く
調
子
の
上

K
表
れ
て
ゐ
る
」
作
品
を
も
ョ
て
警
告
と
し
て

い
る
点
な
ど
を
考
え
る
時
、
彼
が
一
生
を
通
じ
て
念
じ
て
や
ま
念
か
ョ
た
真
情

吐
露
の
と
b
と
さ
を
憶
良
の
作

K
見
い
出
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
と
と
が
で
き

l

洲
市
)

る
そ
し
て
そ
と
に
は
、
憶
良
の
境
地
へ
の
深
い
共
感
が
あ
る
と
と
を
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
念
い
の
で
あ
る
。

左
千
夫
の
人
麿

K
対
す
る
讃
美
と
傾
倒
と
は
ま
と
と
に
大
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
念
共
感

l
l
憶
良
の
、
実
生
活
か
ら
足
を
抜
い
て
風
流

K
遊
ぶ
ζ

と
も
、
ま
た
そ
れ
を
離
れ
て
客
観
し
、
自
然
の
中

K
思
い
を
ひ
そ
め
切
る
と
と

も
で
き
な
か
ョ
た
、
生
真
面
目
で
重
苦
し
い
、
そ
の
痛
切
な
る
情
懐
K
、
自
分

と
本
質
的

K
共
感
す
る
も
の
を
感
じ
と
ョ
た
と
と

l
iは
遂
K
あ
b
得
な
か
ヨ

た。
か
く
て
、
憶
良
の
「
情
懐
の
極
め
て
痛
切
な
る
」

K
打
た
れ
れ
ば
打
た
れ
る

ほ
ど
、
人
麿
へ
の
不
満
が
つ
の
っ
て
来
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
念
い
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
人
麿
論
は
、
生
き
で
あ
れ
ば
か
念
ら
ず
成
し
た
で
あ
ろ
う
、

憶
良
の
痛
切
な
情
懐
論
の
、
い
わ
ば
前
提
で
あ
ョ
た
と
も
見
倣
し
う
る
の
で
あ

る。

【

注

】

〈
1
)
と
の
部
分
、
本
間
久
雄
著
『
続
明
治
文
学
史

負
う
と
と
ろ
が
多
い
。

(
2
)

『
斎
藤
茂
吉
全
集
第
二
十
七
巻
』
五

O
九
ベ
。

(
3
)

「
非
新
自
讃
歌
論
」
及
び
「
小
隠
子

K
と
た
ふ
」
(
明
飢
・

2
)
K
、
す

ぐ
れ
た
歌
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
万
葉
二
首
、
古
今
二
由
、
真
淵
三
首
で

あ
る
。

ζ

の
事
実
は
、
真
淵
と
の
つ
左
が
h
y
を
考
え
さ
ぜ
る
。

(
4
)
良
寛
の
「
山
さ
さ

K
あ
ら
れ
た
ば
し
る
h
s

と
は
き
ら
き
ら
さ
ら
b
さ
ら

b

き
ら
き
ら
と
せ
し
と
と
る
と
そ
よ
け
れ
」
を
評
し
て
、
「
心
の
響
を
き
な
が

ら
に
ひ
び
け
る
此
の
歌
、
即
ち
良
寛
の
人
は
隅
念
〈
此
の
歌
の
上

K
想
見
せ

ら
れ
ず
や
0

・
・
:
:
作
者
其
の
人
の
心
は
、
何
等
の
障

b
k
も
逢
は
ず
、
何
等

の
隔
て

K
も
逢
は
ず
、
其
の
思
は
其
の
ま
ま

K
流
露
せ
る
が
故

K
、
意
義
に

も
詞

K
も
、
い
さ
さ
か
の
と
ど
と
ほ

b
を
見
ざ
る
な

b
d
〈
『
左
千
夫
歌
論

集
巻
二
』
二
三
八
ベ
。
傍
点
筆
者
)
と
述
べ
て
い
る
。

(
5
〉
一
篇
の
中

K
、
「
:
:
:
或
程
度

K
達
し
た
人
々

K
対
し
て
は
、
予
は
飽
〈

ま
で
も
放
縦

K
大
胞
に
無
造
作
に
歌
を
生
み
出
さ
ん
と
と
を
勧
め
る
の
で
あ

る
。
無
造
作
に
作
っ
て
価
値
あ
る
作
物
の
出
る
や
う
で
怠
け
れ
ば
い
け
念
い
。

無
造
作
に
作
っ
た
も
の
で
設
け
れ
ば
、
其
の
人
の
特
色
其
の
人
の
自
然
が
履

っ
て
来
な
い
。
」
(
同
前
一
八
五
ベ
)
の
一
節
が
あ
る
。

〈

S
)
注

(
4
)
参
照
。

(
7
)
そ
の
冒
頭
に
、
「
総
て
に
自
分
の
計
ら
ひ
を
無
く
せ
よ
と
、
親
鴬
上
人
の

中
巻
』
八
八
ベ
の
記
述

K

一部一



仰
せ
ら
れ
た
の
は
、
吾
々
文
学
の
上

K
も
誠
き
深
き
味
ひ
を
感
ぜ
ら
る
0

・:」

(
間
前
巻
三
六
二
ベ
)
と
述
ベ
て
い
る
。

〈
B
)

『
左
千
夫
歌
論
集
巻
二
』
四
一
五
ベ

〈
S
)
茂
吉

K
よ
れ
ば
、
真
淵
の
と
の
言
葉
は
、
村
田
春
海
が
本
属
大
平

K
贈
。

た
手
紙
の
中
に
あ
る
と
の
と
と
(
「
長
谷
川
如
是
関
氏
の
人
麿
論
を
読
む
」

の
中
に
言
う
〉
。

(
叩
)
「
人
麿
ほ
ど
の
多
力
者
が
、
同
一
動
機
の
場
合
の
作
歌
で
直
ぐ
失
敗
し
た

-D
直
戸
、
傑
作
K
な
っ
た
h
y
す
る
筈
の
も
の
で
は
念
ぃ
。
長
歌
だ
け
が
傑
作
で

そ
の
反
歌
が
失
敗
の
作
だ
左
ど
と
い
ふ
ゃ
う
念
と
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
」

と
、
注
ハ
2
)
の
言
説
K
っ
.
つ
け
て
述
べ
て
い
る
。

〈
"
)
「
人
麿
評
論
史
略
」
の
中
で
、
「
左
千
夫
は
・
:
・
:
、
人
麿
の
消
極
的
方
面

が
力
強
〈
働
い
た
の
で
あ
る
。
人
麿
の
積
極
的
方
面
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど

強
〈
一
玄
ひ
あ
ら
は
さ
ず

K
し
ま
っ
た
と
恩
ふ
d

(

『
斎
藤
茂
吉
全
集
第
二
十

六
巻
』
一
四
一
二
ベ
)
と
述
べ
て
い
る
。

(
刊

M
)

注
(
叩
)
の
一
言
説
K
つ
.
つ
け
て
述
ベ
て
、
と
の
〈
鑑
賞
〉
の
項
の
結
び
と

し
て
い
る
。

(
旬
)
土
屋
氏
に
、
「
万
葉
論
で
は
人
麿
を
絶
対
の
作
家
の
如
〈
見
た
左
千
夫
が
、

そ
の
形
式
に
不
満
を
持
つ

K
到
っ
た
の
も
、
論
の
当
否
は
別
と
し
て
、
左
千

夫
の
生
長
の
一
つ
の
姿
と
見
る
ζ

と
は
出
来
よ
う
J

」
(
『
短
歌
』
連
載
「
伊

藤
左
千
夫
」
第
九
回
I
左
千
夫
と
万
葉
集
昭
和
鈎
・

9
)
と
い
う
、
示
唆

深
い
発
言
が
あ
る
。

(
“
円
〉
「
伊
藤
左
千
宍
と
山
上
憶
良
」
(
『
美
夫
君
志
』
第
五
号
〈
昭
和
釘
・
5
V

所
収
〉

k
h
g
h
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

〈
筒
)
と
の
部
分
及
び
、
以
下
の
共
感
に
つ
い
て
の
部
分
、
服
部
氏
の
前
出
の
論

考
K
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

満
)
は
、
人
麿
の
長
歌
ば
hx
い
て
と
と
に
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
。
二
九
の
歌
の

評
言
が
そ
と

K
掲
げ
ら
れ
る
が
、
続
け
て
、
「
作
者
が
今
日
か
ら
見
れ
ば
内
容

貧
弱
で
虚
飾
的
な
枕
詞
そ
の
他
を
ど
う
し
て
用
ゐ
る

K
到
っ
た
か
と
い
ふ
、
晶
貯

の
動
機

K
ま
で
考
へ
め
ぐ
ら
す
と
と
を
し
念
か
っ
た
と
い
ふ
点
で
、
不
当
の
評

言
で
あ
ら
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
肯
え
る
が
、
当
時
の
左
千
夫

K
そ
と
ま
で

要
求
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
酪
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

K
、
三
六
・
三
八
の
歌
の
評

言
を
掲
げ
て
、
「
前
者
が
鹿
飾
的
で
内
容
貧
弱
で
あ
れ
ば
、
後
者
と
て
同
じ
く

修
辞
過
多
の
弊
を
露
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
「
語
意
」
が
直
接
表

現
さ
れ
て
ゐ
念
い
点
で
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
と
言
ふ
べ
き
ま
の
だ
。
」
と
さ
れ

る
(
一

O
三

1
一
O
四
ベ
。
他

K
一一一一五

i
一
一
一
一
六
ベ
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
〕
。

茂
吉
の
言
説
(
注
2
・
旬
・

η)
と
も
ど
も
、
注
目
し
た
い
と
思
う
。

3

本
稿
の
初
稿
は
昭
和
三
十
六
年
五
月
に
成
ヨ
た
が
、
四
十
九
年
五

i
六
月
に

補
訂
を
加
え
る
と
と
を
し
た
。

-2ト

【
付
記
】

1

万
葉
歌
を
は
じ
め
、
引
用
歌
の
本
文
は
、
す
べ
て
左
千
夫
の
そ
れ
に
し
た
が

9

た。

2

山
本
健
士
口
氏
が
、
そ
の
著
『
柿
本
人
麿
呂
』
(
昭
和
閉
山
・

6
・

ω刊〉
k
b

い
て
、
左
千
夫
の
人
膚
論

K
言
及
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
左
千
夫
の
評
言
(
不


