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一
、

　
「
い
き
の
を
」
は
『
１
萬
葉
集
』
に
お
い
て
十
五
例
み
ら
れ
、『
２
古

今
和
歌
集
』
以
降
に
な
る
と
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
歌
表
現
で

あ
る
（『
古
今
和
歌
集
』
の
使
用
例
は
な
い
）。「
い
き
の
を
」
に
つ

い
て
、北
村
季
吟
『
３
萬
葉
拾
穂
抄
』
や
契
沖
『
４
萬
葉
代
匠
記
』（
精

撰
本
）
が
『
萬
葉
集
』
六
四
四
番
歌
の
語
釈
で
指
摘
し
て
以
降
そ
れ

を
踏
襲
す
る
注
釈
書
が
多
く
、

「
い
き
の
を
は
命
也
命
の
如
く
別
お
し
く
思
ひ
し
君
」『
萬
葉
拾
穂
抄
』

「
気
乃
緒
ハ
命
ナ
リ
。
命
ア
ル
程
ハ
、
息
ノ
絶
ネ
ハ
、
息
ヲ
ツ
ナ
ク
緒
ノ
意

ナ
リ
。
気
ノ
緒
ニ
念
ト
ハ
命
ニ
懸
テ
思
ナ
リ
」『
萬
葉
代
匠
記
』	

（
精
撰
本
）

「
い
き
の
を
」
を
「
命
」
と
同
じ
意
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
れ
が
修
飾
す
る
の
が
想
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
い
き
の
を
に
」
は

「
命
が
け
で
」
や
「
命
綱
の
よ
う
に
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。「
命
綱
」

と
し
て
の
解
釈
は
、「
い
き
」【
生
】
が
「
い
の
ち
」、「
を
」【
緒
】

が
紐
状
の
「
綱
」
と
し
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
萬
葉
代

匠
記
』（
初
稿
本
）
に
お
い
て
「
い
き
の
を
」
を
「
玉
の
緒
」
と
同

じ
意
の
も
の
と
解
釈
さ
れ
、
そ
の
指
摘
に
従
う
注
釈
書
も
多
い
。

　

し
か
し
、「
命
が
け
で
」
と
「
命
綱
の
よ
う
に
」
と
で
は
、
５
原

田
留
美
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
代
語
に
お
け
る
解
釈
と
し
て
ず
れ

が
あ
る
。
前
者
の
「
命
が
け
で
」
が
主
体
の
強
い
意
志
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
「
命
綱
の
よ
う
に
」
は
、
す
が
り
つ
く

対
象
と
し
て
相
手
を
表
現
す
る
。
両
者
は
決
し
て
重
な
る
も
の
と
は

言
い
難
い
。

　

ま
た
「
い
き
の
を
」
と
「
玉
の
緒
」
を
同
じ
も
の
を
さ
す
と
指
摘

さ
れ
る
が
、『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
い
き
の
を
」
は
、
助
詞
「
に
」

を
後
接
し
、「
思
ふ
」
や
「
恋
ふ
」
を
修
飾
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
玉

の
緒
」
は
助
詞
「
に
」
を
後
接
せ
ず
、
ま
た
「
思
ふ
」
や
「
恋
ふ
」

鈴

木
　

喬

萬
葉
集
「
い
き
の
を
」
考
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で
は
な
く
「
長
く
」「
絶
ゆ
」
に
か
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
い
き

の
を
」
と
「
玉
の
緒
」
は
語
形
の
上
で
は
近
似
す
る
も
の
の
、
表
現

の
上
で
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、

　
『
萬
葉
集
』中
の「
い
き
の
を
」は
、「
息
緒
」（
一
例
）「
生
緒
」（
一
例
）

「
氣
緒
（
氣
之
緒
）」（
十
一
例
）「
伊
吉
能
乎
」（
二
例
）
で
記
さ
れ
、

全
例
が
助
詞「
に
」を
と
も
な
い「
い
き
の
を
に
」と
訓
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
思
ふ
」「
恋
ふ
」
な
ど
の
動
詞
を
修
飾
し
、

「
相
手
へ
の
想
い
の
強
さ
」
を
強
調
す
る
。「
い
き
の
を
に
」
を
持
つ

歌
を
概
観
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
今
は
吾あ

は　

わ
び
そ
し
に
け
る　

い
き
の
を
に
（
氣
乃
緒
尓
）　

念お
も

ひ
し

君
を　

ゆ
る
さ
く
思
へ
ば　
（
４
六
四
四
）

（
今
と
な
っ
て
は
、
も
う
私
は
う
ち
ひ
し
が
れ
る
ば
か
り
で
す
。
い
き
の
を

に
（
私
が
）
思
っ
て
い
る
あ
な
た
を
引
き
留
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を

思
う
と
）

題
詞
に
「
紀
女
郎
怨
恨
歌
」
と
あ
る
よ
う
に
、
心
変
わ
り
を
し
た
男

が
自
分
の
も
と
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
を
嘆
く
、
紀
女
郎
の
歌
で
あ

る
。「
い
き
の
を
に
念
ひ
し
」
が
「
君
」
を
修
飾
し
、「
い
き
の
を
に
」

が
相
手
へ
の
想
い
の
強
さ
を
あ
ら
わ
す
。「
ゆ
る
さ
く
」
は
「
ゆ
る

す
」
の
ク
語
法
で
あ
り
、
二
人
を
結
ん
で
い
た
心
の
綱
を
解
き
ゆ
る

め
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。「
緒
」
が
「
綱
」
を
喚
起
し
た
表
現
で
あ

り
、二
人
の
心
が
強
く
結
ば
れ
一
つ
の
状
態
で
あ
る
「
緒
」
が
、「
私
」

の
心
が
安
定
し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。　

②
な
か
な
か
に　

絶
ゆ
と
し
云
は
ば　

か
く
ば
か
り　

い
き
の
を
に
（
氣

緒
尓
）
し
て　

吾あ
れ

戀
ひ
め
や
も　
（
４
六
八
一
）

（
い
っ
そ
の
こ
と
別
れ
よ
う
と
言
っ
て
下
さ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
い
き
の
を

に
私
は
（
あ
な
た
を
）
お
慕
い
す
る
も
の
で
し
ょ
う
か
）

題
詞
に
「
大
伴
宿
禰
家
持
が
交
遊
と
別
る
る
歌
」
と
あ
り
、
別
離
の

歌
で
あ
る
。
友
人
と
の
別
離
に
際
し
て
自
身
の
想
い
の
強
さ
を
「
い

き
の
を
に
し
て
戀
ひ
め
や
も
」
と
歌
う
。
ま
た
「
か
く
ば
か
り
」
と

修
飾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
い
き
の
を
」
が
程
度
の
強
さ
を
強
調
し

て
い
る
。

③
い
き
の
を
に
（
氣
緒
尓
）　

念
へ
る
吾
を　

山
ぢ
さ
の　

花
に
か
公き

み

が　

う
つ
ろ
ひ
ぬ
ら
む　
（
７
一
三
六
〇
）

（
い
き
の
を
に
思
っ
て
い
る
私
な
の
に
、
山
ぢ
さ
の
花
の
よ
う
に
、
あ
な
た

の
心
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。）

作
者
未
詳
歌
で
、
譬
喩
歌
「
寄
花
」
に
分
類
さ
れ
る
。
表
現
内
容
か

ら
①
と
同
様
、
相
手
の
心
変
わ
り
を
嘆
く
歌
で
あ
る
。
変
わ
ら
ぬ
自

身
の
想
い
を「
い
き
の
を
に
思
へ
る
」と
表
現
し
、主
体
で
あ
る「
我
」

を
修
飾
す
る
。
相
手
の
「
う
つ
ろ
ふ
」
心
と
、
我
の
「
い
き
の
を
に

思
へ
る
」
が
対
比
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
う
つ
ろ
ふ
」
と
対
比

さ
れ
る
「
い
き
の
を
に
思
へ
る
」
は
、
変
わ
ら
ぬ
想
い
が
象
徴
的
に

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
一
三
六
〇
番
歌
の
「
い
き
の
を
」
に
つ
い
て
伊
藤
博
『
萬
葉
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集
釋
注
』（
集
英
社
）
は
、「
命
」
や
「
命
が
け
」
と
い
っ
た
意
で
あ

る
こ
と
に
加
え
、「「
息
の
緒
」
は
緒
の
よ
う
に
細
々
と
続
く
息
。
苦

し
さ
を
思
う
状
況
の
中
で
わ
ず
か
な
生
を
意
識
し
た
時
に
用
い
ら
れ

命
の
極
限
状
態
を
表
わ
す
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
伊
藤
博
が
指

摘
す
る
「
わ
ず
か
な
生
」
の
意
識
や
「
極
限
状
態
」
を
さ
す
表
現
性

は
当
該
歌
を
含
め
、「
い
き
の
を
」
を
含
む
歌
か
ら
は
看
取
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

④
玉
だ
す
き　

懸
け
ぬ
時
な
く　

い
き
の
を
に
（
氣
緒
尓
）　

吾あ

が
念お

も

ふ

公
は　

う
つ
せ
み
の　

世
の
人
な
れ
ば　

大お
ほ

王き
み

の
命み

こ
と

恐か
し
こ

み　

夕
去
れ
ば

　

鶴た
づ

が
妻
喚よ

ぶ　

難
波
が
た　

三
津
の
埼
よ
り　

大お
ほ

舶ぶ
ね

に　

ま
梶か

ぢ

し
じ

貫ぬ

き　

白
浪
の　

高
き
荒あ

る

海み

を　

嶋
傳づ

た

ひ　

い
別
れ
往ゆ

か
ば　

留
ま
れ

る　

吾わ
れ

は
幣
引
き　

斎い
は

ひ
つ
つ　

公
を
ば
往や

ら
む　

早
還か

へ

り　

ま
せ　

（
８
一
四
五
三
）　

（
心
に
か
け
て
思
わ
な
い
時
は
な
く
、
い
き
の
を
に
私
が
思
っ
て
い
る
あ
な

た
は
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
と
し
て
大
君
の
仰
せ
を
畏
ん
で
、
夕
方
に
な
る

と
鶴
が
妻
を
呼
ん
で
鳴
く
難
波
潟
の
三
津
の
崎
か
ら
、
大
船
の
櫂
を
多
く
取

り
つ
け
、
白
波
の
高
く
た
つ
荒
海
を
、
島
伝
い
に
別
れ
て
唐
へ
別
れ
行
く
な

ら
ば
、
留
ま
り
残
る
私
は
幣
を
手
向
け
を
し
、
ご
無
事
を
お
祈
り
し
な
が
ら

あ
な
た
を
お
送
り
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
早
く
お
帰
り
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。）

題
詞
に
「
笠
朝
臣
金
村
が
入
唐
使
に
贈
る
歌
」
と
あ
り
、
入
唐
使
に

対
す
る
笠
朝
臣
金
村
の
送
別
の
歌
で
あ
る
。「
い
き
の
を
に
」
は
「
思

ふ
」
に
か
か
り
、「
君
」
を
修
飾
す
る
。「
玉
だ
す
き
懸
け
ぬ
時
な
く
」

と
心
で
思
わ
な
い
時
が
な
い
こ
と
が
表
現
さ
れ
、
想
い
の
強
さ
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。「
い
き
の
を
に
」
と
と
も
に
「
思
ふ
」
を
修
飾
す

る
「
懸
け
ぬ
時
な
く
」
は
、
当
該
歌
を
含
め
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て

六
例
あ
り
、「
玉
だ
す
き　

懸
け
ぬ
時
な
く　

口
止
ま
ず　

吾あ

が
恋

ふ
る
児
を
」（
９
一
七
九
二
）
の
よ
う
に
全
例
が
「
片
時
も
忘
れ
る

こ
と
な
く
思
ふ
」
こ
と
を
強
調
す
る
。

⑤
い
か
と
い
か
と　

あ
る
吾わ

が
や
ど
に　

百
枝
さ
し　

お
ふ
る
橘　

玉
に
貫

く　

五
月
を
近
み　

あ
え
ぬ
が
に　

花
咲
き
に
け
り　

朝
に
け
に　

出
で
見

る
毎ご
と

に　

い
き
の
を
に
（
氣
緒
尓
）　

吾
が
念
ふ
妹
に　

銅ま
そ

鏡か
が
み　

清
き
月
夜

に　

た
だ
一
眼め　

見
す
る
ま
で
に
は　

落ち

り
こ
す
な　

ゆ
め
と
云
ひ
つ
つ　

幾こ
こ
だ
く
も許　

吾
が
守
る
物
を　

う
れ
た
き
や　

し
こ
霍ほ

と
と
ぎ
す
公
鳥　

暁あ
か
と
きの　

う
ら
悲
し

き
に　

追
へ
ど
追
へ
ど　

な
ほ
し
来
鳴
き
て　

徒い
た
づ
らに　

地ち

に
散
ら
さ
ば　

す

べ
を
な
み　

攀
ぢ
て
手
折
り
つ　

見
ま
せ
吾わ

妹ぎ
も

児こ　
（
８
一
五
〇
七
）

（
今
日
は
ど
う
か
ど
う
か
と
、
心
に
か
け
て
い
た
我
が
家
の
庭
に
、
枝
が
多

く
茂
っ
て
い
る
橘
は
、
玉
に
通
す
五
月
が
近
い
の
で
、
こ
ぼ
れ
落
ち
る
ば
か

り
に
花
が
咲
き
ま
し
た
。
朝
に
昼
に
と
、
い
つ
も
庭
に
で
て
そ
の
橘
を
見
る

度
に
、
い
き
の
を
に
私
が
思
う
あ
な
た
に
、
清
く
澄
む
月
の
も
と
で
、
た
だ

一
目
で
も
見
せ
る
ま
で
は
、
決
し
て
散
ら
な
い
で
お
く
れ
、
と
言
い
な
が
ら
、

こ
ん
な
に
私
が
気
を
つ
け
て
見
守
っ
て
い
る
の
に
、
何
と
も
忌
々
し
い
こ
と

か
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
、
明
け
方
の
も
の
悲
し
い
時
に
、
追
い
払
っ
て
も
追
い

払
っ
て
も
来
て
鳴
い
て
、
む
や
み
に
花
を
地
に
散
ら
す
の
で
、
ど
う
し
よ
う

も
な
く
手
折
っ
た
の
で
す
。
御
覧
下
さ
い
。
愛
し
き
あ
な
た
よ
。）

こ
の
歌
は
大
伴
家
持
が
妻
で
あ
る
坂
上
大
嬢
に
花
橘
の
枝
と
と
も
に

贈
っ
た
歌
で
あ
り
、「
い
き
の
を
に
吾
が
念
ふ
」で「
妹
」を
修
飾
す
る
。
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「
こ
こ
だ
く
も
」
は
、

・
相
見
て
は　

幾い
く

日か

も
経
ぬ
を　

こ
こ
だ
く
も　

く
狂
ひる
ひ
に
く

狂
ひる
ひ　

念お
も

ほ
ゆ
る
か
も
（
４
七
五
一
）

（
お
会
い
し
て
か
ら
幾
日
も
経
っ
て
い
な
い
の
に
、
こ
ん
な
に
も
ひ
ど
く
狂

わ
ん
ば
か
り
に
思
わ
れ
る
こ
と
よ
）

・
あ
ま天
離
るざ
か
る　

ひ鄙な
と
も
し
る
く　

こ
こ
だ
く
も　

し繁げ
き
こ恋ひ
か
も

　

な
ぐ
る
日
も
な
く　
（
17
四
〇
一
九
）

（
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
田
舎
に
い
る
だ
け
に
、
こ
ん
な
に
も
し
き
り
つ
の
る

恋
し
さ
よ
。
心
静
ま
る
日
も
な
く
）

後
接
す
る
動
作
を
強
調
す
る
。
一
五
〇
七
番
歌
は
、「
こ
こ
だ
く
も
」

が
「
吾
が
守
る
」
を
、「
い
き
の
を
に
」
が
「
吾
が
念
ふ
」
を
修
飾
し
、

対
比
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

⑥
い
き
の
を
に
（
息
緒
）　

吾わ
れ

は
念お

も

へ
ど　

人
目
多
み
こ
そ　

吹
く
風
に　

有

ら
ば
し
ば
し
ば　

相あ

ふ
べ
き
も
の
を　
（
11
二
三
五
九
）

（
い
き
の
を
に
私
は
思
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
人
目
が
多
い
も
の
だ
か

ら
（
逢
う
こ
と
が
叶
わ
な
い
）、（
私
が
）
吹
く
風
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
た

び
た
び
逢
え
も
し
よ
う
に
）

旋
頭
歌
の
一
首
。「
吾
」
の
思
い
に
反
し
、
人
目
の
多
さ
故
に
逢
う

こ
と
が
叶
わ
な
い
こ
と
を
歌
う
。
そ
の
「
吾
」
の
想
い
を
「
い
き
の

を
に
」
が
強
調
す
る
。

⑦
い
き
の
を
に
（
氣
緒
尓
）　

妹
を
し
念
へ
ば　

年
月
の　

往ゆ

く
ら
む
別わ

き

も　

念お
も

ほ
え
ぬ
か
も　
（
11
二
五
三
六
）

（
い
き
の
を
に
あ
の
娘
を
思
う
と
、
年
月
の
過
ぎ
ゆ
く
別
も
分
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
）

「
い
き
の
を
に
妹
を
し
念
へ
ば
」
と
順
接
確
定
条
件
句
を
う
け
、
そ

の
結
果
で
あ
る
「
年
月
の
往
く
ら
む
別
き
も
念
ほ
え
ぬ
か
も
」
と
心

が
乱
れ
た
極
限
状
態
を
歌
う
。
そ
の
原
因
は
、
妹
へ
の
想
い
が
「
い

き
の
を
に
」
の
状
態
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、「
い
き
の
を
に
」
が
並
々

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
思
ほ
え
ぬ
か
も
」

は
当
該
歌
を
含
め
四
例
あ
り
、
他
の
三
例
は
「
長
き
心
も
念
ほ
え
ぬ

か
も
」（
７
一
四
一
三
）
の
よ
う
に
「
心
」
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い

こ
と
を
う
た
う
。
そ
の
た
め
「
わ
き
も
」
は
分
別
や
区
別
の
意
と
と

も
に
、
そ
れ
を
正
常
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
私
の
心
」
の
状

態
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
わ
き
」
は

・
夜
畫
と　

云
ふ
別わ

き
知
ら
ず　

吾あ

が
戀
ふ
る　

情こ
こ
ろ

は
け
だ
し　

夢
に
見

え
き
や　
（
４
七
一
六
）

・
な
か
な
か
に　

死
な
ば
安
け
む　

出
づ
る
日
の　

入
る
別
き
知
ら
ぬ　

吾わ
れ

し
く

苦
しる

し
も　
（
12
二
九
四
〇
）

「
知
ら
ず
（
ぬ
）」
と
呼
応
し
、
相
手
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と

い
う
想
い
の
強
さ
や
そ
の
極
限
状
態
を
表
現
す
る
。
ま
た
そ
の
想
い

の
強
さ
は
「
苦
し
み
」
を
導
く
。

⑧
い
き
の
を
に
（
生
緒
尓
）　

念
へ
ば
苦
し　

玉
の
緒
の　

絶
え
て
乱
れ
な　

知
ら
ば
知
る
と
も　
（
11
二
七
八
八
）

（
い
き
の
を
に
思
う
と
苦
し
い
。
玉
の
緒
の
よ
う
に
思
い
乱
れ
よ
う
か
。
人

が
知
る
な
ら
知
ろ
う
と
も
）

「
い
き
の
を
に
念
ふ
」
が
順
接
確
定
条
件
「
ば
」
を
う
け
「
苦
し
」
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を
導
く
。「
い
き
の
を
に
」
で
表
現
さ
れ
る
相
手
へ
の
想
い
の
強
さ

が
苦
し
さ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
歌
は
「
玉
の
緒
」
と
と

も
に
う
た
わ
れ
、「
玉
の
緒
」
は
「
絶
ゆ
」
を
導
い
て
い
る
。
当
該

歌
は「
い
き
」の
書
記
形
態
に
お
い
て「
生
」字
を
用
い
て
い
る
。『
萬

葉
集
』
に
お
い
て
「
い
き
」
は
「
氣
」
字
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
「
氣
緒
（
氣
之
緒
）」
が
書
記
形
態
と
し
て
一
般
的（
無
標
）

で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
「
生
」
字
は
表
意
的
（
６
有
標
性
）
で
あ

る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
生
」
字
は
、
歌
の
表
現
内
容
、

及
び
「
苦
」「
絶
」
と
の
視
覚
的
な
対
応
関
係
か
ら
用
い
ら
れ
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑨
朝
霜
の　

消
ぬ
べ
く
の
み
や　

時
無な

し
に　

思
ひ
度わ

た

ら
む　

い
き
の
を

（
氣
之
緒
）
に
し
て　
（
12
三
〇
四
五
）

（
朝
霜
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
、
絶
え
間
な
く
思
い
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
い
き
の
を
に
し
て
）

「
い
き
の
を
に
し
て
」は
倒
置
表
現
で「
思
ひ
度
ら
む
」に
か
か
る
。「
い

き
の
を
に
」
と
想
い
続
け
る
こ
と
を
、
前
部
の
「
朝
霜
の
消
ぬ
べ
く

の
み
や
時
な
し
に
」
が
表
現
し
て
い
る
。「
朝
霜
の
消
ぬ
べ
く
の
み

や
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
は
「
命
が
け
」
と
い
っ
た
主
体
の
持
つ
強

い
意
志
は
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
時
な
し
に
」は『
萬
葉
集
』

に
お
い
て
三
例
み
ら
れ
、

・
千
鳥
鳴
く　

み
吉
野
川
の　

川
の
音
の　

止
む
時
な
し
に　

思
ほ
ゆ
る

公き
み　

（
６
九
一
五
）

全
例
が
「
思
ふ
」「
恋
ふ
」
に
か
か
り
、「
止
む
時
な
し
に
」
と
絶
え

間
な
く
続
く
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

⑩
い
き
の
を
に
（
氣
緒
尓
）　

あ
が
氣い

き

づ
き
し　

妹
す
ら
を　

人
妻
な
り
と

　

聞
け
ば
悲
し
も　
（
12
三
一
一
五
）

（
い
き
の
を
に
（
思
う
と
）
私
が
息
苦
し
く
な
る
あ
な
た
、
人
妻
だ
と
聞
く

と
、
と
て
も
悲
し
い
）　

問
答
歌
の
一
首
で
あ
り
、「
い
き
の
を
に
」
が
「
思
ふ
」
で
は
な
く
「
い

き
づ
き
し
」
に
か
か
っ
た
例
で
あ
る
。「
い
き
づ
く
」
は
『
萬
葉
集
』

中
、
嘆
き
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
た
歌
に
用
い
ら
れ
る
。
思
い
つ
め
た

こ
と
に
よ
っ
て
身
体
に
作
用
し
、
嘆
息
と
し
て
出
る
こ
と
を
表
現
す

る
。
極
限
状
態
の
想
い
が
表
現
さ
れ
る
。

⑪
い
き
の
を
に
（
氣
緒
尓
）　

吾あ

が
念
ふ
君
は　

鶏と
り

が
鳴
く　

東あ
づ
ま方
の
坂
を

　

今
日
か
越
ゆ
ら
む　
（
12
三
一
九
四
）

（
い
き
の
を
に
私
が
思
っ
て
い
る
あ
の
方
は
、
東
の
坂
を
今
日
あ
た
り
越
え

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
）

「
い
き
の
を
に
吾
が
念
ふ
」
が
「
君
」
を
修
飾
し
て
い
る
。
三
一
九
四

番
歌
は
、
巻
十
二
の
「
悲
別
歌
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
都
か
ら
遠
く

離
れ
た
東
国
を
旅
す
る
、愛
し
い
男
へ
の
想
い
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑫
古
ゆ　

言
ひ
續つ

ぎ
け
ら
く　

戀
す
れ
ば　

不く

安る

し
き
も
の
と　

玉
の
緒

の　

継
ぎ
て
は
云
へ
ど　

處を
と
め女
ら
が　

心
を
し
ら
に　

其そ

を
知
ら
む　

よ
し
の
無
け
れ
ば　

夏
麻そ

引
く　

命
か
た
ま
け　

か
り
薦こ

も

の　

心
も
し
の

に　

人
知
れ
ず　

も
と
な
そ
戀
ふ
る　

い
き
の
を
に
（
氣
之
緒
）
し
て　

（
13
三
二
五
五
）

（
昔
か
ら
の
言
い
伝
え
に
は
、
恋
を
す
る
と
苦
し
い
も
の
だ
と
玉
の
緒
の
よ
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う
に
長
く
言
い
継
が
れ
て
い
る
が
、
あ
の
娘
の
本
心
が
わ
か
ら
ず
、
そ
れ

を
知
る
す
べ
が
な
い
の
で
命
を
傾
け
て
、
心
も
う
ち
し
お
れ
て
人
知
れ
ず

無
性
に
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
、
い
き
の
を
に
し
て
）

「
い
き
の
を
に
し
て
」は「
命
か
た
ま
け
」「
心
も
し
の
に
」「
も
と
な
そ
」

と
と
も
に
「
恋
ふ
る
」
を
修
飾
し
て
い
る
。
相
手
の
気
持
ち
が
分
か

ら
な
い
も
の
の
、
ひ
た
す
ら
恋
い
焦
が
れ
、
そ
の
苦
し
み
を
う
た
う
。

「
命
か
た
ま
け
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
命
が
け
」
と
い
う
現
行
の
解

釈
に
通
じ
る
も
の
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
、「
も
と
な
」

に
よ
っ
て
、主
体
の
強
い
意
志
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
も

と
な
」
は

・
吾
妹
子
が　

咲ゑ

ま
ひ
眉ま

よ

引
き　

面
影
に　

か
か
り
て
も
と
な　

念お
も

ほ
ゆ

る
か
も　
（
12
二
九
〇
〇
）

・
ほ
と
と
ぎ
す　

な
ほ
も
な鳴か
な
む　

も
と
つ
ぎ
と　

か
け
つ
つ
も
と
な

　

あ
を
ね音

し
な鳴

くく

も　
（
20
四
四
三
七
）

の
よ
う
に
、「
面
影
」
や
「
声
」
等
を
契
機
と
し
て
、
感
情
が
揺
さ

ぶ
ら
れ
無
性
に
恋
し
く
想
う
こ
と
を
う
た
う
。
ま
た
次
の
⑬
⑮
に
も

「
も
と
な
」
が
み
ら
れ
る
。

⑬
う
ち
は
へ
て　

思
ひ
し
小
野
は　

遠
か
ら
ぬ　

其
の
里
人
の　

標し
め

結
ふ

と　

聞
き
て
し
日
よ
り　

立
て
ら
く
の　

た
づ
き
も　

知
ら
に　

居を

ら
く

の　

お
く
か
も
知
ら
に　

に
き
び
に
し　

わ
が
家
す
ら
を　

草
枕　

客た
び
ね宿

の
ご
と
く　

思
ふ
空　

不く

安る

し
き
も
の
を　

な
げ
く
空　

過
ぐ
し
得
ぬ
も

の
を　

天
雲
の　

ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
に　

蘆あ
し

垣が
き

の　

思
ひ
乱
れ
て　

乱
れ
麻を

の　

麻を

笥け

を
な
み
と　

吾
が
戀
ふ
る　

千
重
の
一
重
も　

人
知
れ
ず　

も

と
な
や
戀
ひ
む　

い
き
の
を
に
（
氣
之
緒
尓
）
し
て　
（
13
三
二
七
二
）

（
以
前
か
ら
、
心
に
留
め
て
い
た
小
野
を
そ
の
近
く
の
里
の
男
が
標
を
し
た

と
聞
い
た
日
か
ら
、
立
ち
上
が
る
す
べ
も
わ
か
ら
ず
身
を
置
く
所
さ
え
も

わ
か
ら
な
い
ほ
ど
な
の
で
、
住
み
馴
れ
た
我
が
家
さ
え
も
旅
寝
の
よ
う
に

落
ち
つ
か
ず
、
思
う
胸
の
中
も
安
ら
か
で
な
く
、
嘆
く
胸
の
中
も
や
る
せ

な
い
も
の
な
の
に
、
ゆ
ら
ゆ
ら
心
は
揺
れ
て
思
い
乱
れ
て
麻
の
よ
う
に
乱

れ
た
心
を
鎮
め
る
す
べ
も
な
く
、
私
が
恋
悩
む
千
分
の
一
も
あ
の
人
に
知
っ

て
も
ら
え
ず
に
じ
れ
っ
た
く
恋
焦
が
れ
る
こ
と
か
、
い
き
の
を
に
し
て
）

片
想
い
の
女
性
を
他
の
男
に
取
ら
れ
、
そ
れ
で
も
諦
め
ら
る
こ
と
が

で
き
な
い
男
の
苦
し
い
恋
の
心
情
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
い

き
の
を
に
し
て
」
と
「
葦
垣
の
思
ひ
乱
れ
て
乱
れ
麻
の
麻
笥
を
な
み

と
吾
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
人
知
れ
ず
も
と
な
や
」
が
「
恋
ひ
む
」

を
修
飾
し
て
お
り
、「
息
の
緒
」
が
心
の
不
安
定
な
状
態
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。「
千
重
の
一
重
も
」
は
『
萬
葉
集
』
中
、
五
例
み
ら
れ

・
名
草
山　

事
に
し
在
り
け
り　

吾
が
戀
ふ
る　

千
重
の
一
重
も　

な
ぐ

さ
め
な
く
に　
（
７
一
二
一
三
）

全
例
が
「
我
が
戀
」
を
う
け
、
恋
情
に
お
け
る
他
者
に
は
計
り
し
れ

な
い
、
深
い
想
い
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
他
に
ま

ぎ
れ
る
こ
と
が
無
い
こ
と
を
う
た
い
、
自
分
自
身
で
は
ど
う
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
こ
と
を
う
た
う
。　
　

⑭
天
照で

ら
す　

神
の
御
代
よ
り　

安
の
川　

中
に
隔
て
て　

向
か
ひ
立
ち

　

袖
振
り
か
は
し　

い
き
の
を
に
（
伊
吉
能
乎
尓
）
嘆
か
す
児
ら　

渡
り

守　

舟
も
設
け
ず　

橋
だ
に
も　

渡
し
て
あ
ら
ば　

そ
の
上
ゆ
も　

い
行
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き
渡
ら
し　

携
は
り　

う
な
が
け
り
居
て　

思
ほ
し
き　

事
も
語
ら
ひ　

慰
む
る　

心
は
あ
ら
む
を･･･　
（
18
四
一
二
五
）

（
天
照
大
神
の
神
の
御
代
か
ら
今
ま
で
ず
っ
と
、
安
の
川
に
中
を
隔
て
ら
れ

た
ま
ま
向
か
い
あ
っ
て
立
ち
、
互
い
に
袖
を
振
り
合
っ
て
、
い
き
の
を
に

嘆
く
お
二
人
、
渡
し
守
は
舟
の
用
意
も
し
て
く
れ
ず
、
せ
め
て
橋
で
も
渡

し
て
あ
っ
た
ら
、
そ
の
上
を
通
っ
て
渡
っ
て
行
き
、
手
を
取
り
あ
い
肩
組

み
あ
っ
て
は
、
思
い
の
た
け
を
話
し
合
い
、
そ
れ
で
心
が
慰
め
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
に
、･･･

）

七
夕
歌
で
あ
り
、家
持
が
織
女
と
牽
牛
を
よ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
息

の
緒
に
」が「
嘆
か
す
」を
修
飾
し
、逢
え
な
い
こ
と
を
う
た
う
。「
神

の
御
代
よ
り
」
の
表
現
か
ら
そ
の
想
い
に
よ
る
嘆
き
の
長
さ
が
強
調

さ
れ
る
。

⑮
白
雪
の　

ふ
り
し
く
山
を　

越
え
ゆ
か
む　

君
を
そ
も
と
な　

い
き
の

を
に
（
伊
吉
能
乎
尓
）
念
ふ

左
大
臣
、
尾
を
換
へ
て
云
ふ
、「
い
き
の
を
に
す
る
」
と
。
然
れ
ど
も
猶
し

喩
し
て
曰
く
、
前
の
如
く
誦
め
、
と
。　
（
19
四
二
八
一
）

（
白
雪
の　

降
り
積
も
る
山
を　

越
え
て
行
こ
う
と
す
る
あ
な
た
、
そ
の
よ

う
な
あ
な
た
を
、
む
し
ょ
う
に　

い
き
の
を
に
思
っ
て
い
ま
す
）

「
但
馬
按
察
使
橘
奈
良
麻
呂
朝
臣
に
餞
す
る
宴
の
歌
」
で
あ
る
。
家

持
が
奈
良
麻
呂
と
の
別
離
を
う
た
っ
た
歌
で
あ
る
。
左
注
に
注
目
す

べ
き
記
述
が
あ
る
。
結
句
が
「
い
き
の
を
に
す
る
」
と
い
う
可
能
性

も
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
「
い
き
の
を
に
念
ふ
」
の
表
現
に
お
さ

ま
っ
た
こ
と
を
記
述
す
る
。
こ
の
「
息
の
緒
に
す
る
」
は
、
東
歌
の

・
あ
ず
の
上
に　

駒
を
繋
ぎ
て　

危
ほ
か
ど　

人
妻
児
ろ
を　

息
に
我
が

す
る　
（
14
三
五
三
九
）

「
息
に
我
が
す
る
」
と
表
現
の
形
式
に
お
い
て
似
て
い
る
。
こ
の
東

歌
は
、「
息
」
は
「
命
」
と
同
じ
意
と
し
て
解
釈
で
き
、
そ
の
た
め

「
息
の
緒
」
が
「
命
」
で
あ
る
こ
と
の
裏
付
け
と
も
な
る
。
し
か
し
、

当
該
⑮
歌
で
は
「
い
き
の
を
に
」
は
「
す
る
」
で
は
な
く
「
お
も
ふ
」

に
か
か
る
こ
と
か
ら
表
現
の
型
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
、「
い
き
の
を
に
お
も
ふ
」
と
い
う
表
現
の
形
式
に
優
位
性

が
認
め
ら
れ
る
。

　

以
上「
い
き
の
を
」に
つ
い
て
全
例
を
概
観
し
た
。「
い
き
の
を
」は
、

家
持
を
中
心
と
す
る
『
萬
葉
集
』
第
四
期
の
歌
人
に
集
中
し
、
比
較

的
新
し
い
表
現
様
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
「
い
き

の
を
」
は
、
相
手
に
対
す
る
自
身
の
強
い
想
い
や
そ
れ
に
よ
る
極
限

状
態
を
表
現
す
る
。
そ
の
多
く
が
恋
の
歌
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
④

「
か
け
ぬ
時
な
く
」
や
⑨
「
時
な
し
に
」、
⑭
「
神
の
御
代
よ
り
」
か

ら
、
思
い
の
長
さ
や
継
続
性
と
し
て
程
度
の
強
さ
を
強
調
す
る
。
こ

の
「
継
続
性
」
に
つ
い
て
は
、
荒
木
田
久
老
『
７
萬
葉
考
槻
乃
落
葉
』

に
四
六
〇
番
歌
の
「
年
緒
長
久
」
の
説
明
に
て

　
　

緒
は
い
き
の
を緒

た
ま
の
緒
伴ト
モ

の
緒
な
ど
と
い
ふ
緒
に
て
連
續
の

意
な
り

と
あ
り
、
ま
た
８
武
田
祐
吉
に
も
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

イ
キ
は
、
気
息
の
義
と
す
べ
く
、
ノ
ヲ
は
、
他
の
用
例
に
準
じ
て
気
息
の

継
続
性
を
表
示
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
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（
略
）

気
息
は
絶
え
ず
続
い
て
ゐ
る
。
呼
吸
の
た
び
に
で
、
あ
る
場
合
は
、
絶
え

ず
の
意
に
譬
喩
と
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
ヲ
（
緒
）

は
、
譬
喩
に
よ
っ
て
イ
キ
（
気
息
）
の
長
い
こ
と
を
表
示
す
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
い
き
の
を
に
」
と
そ
れ
に
か
か
る
語
と
の
連
合
表
現
は
、

単
に「
９
継
続
性
」を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
⑫「
命
か
た
ま
け
」

か
ら
全
身
全
霊
の
思
い
が
看
取
で
き
、
相
手
に
対
す
る
激
し
い
想
い

が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
想
い
の
極
限
状
態
に
よ
っ
て
「
苦
し
さ
」
を

引
き
起
こ
し
、「
い
き
づ
き
」
や
「
嘆
か
す
」
と
い
っ
た
身
体
的
な

動
作
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
た
め
⑬
の
よ
う
に
心
の
乱
れ
た
状
態
に

陥
る
。
ま
た
十
五
例
中
三
例
が
「
も
と
な
」
と
共
起
し
、「
い
き
の

を
に
」
と
表
現
す
る
想
い
が
自
身
で
は
統
制
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
い
き
の
を
」
に
対
す
る
現
行
の
「
命
が
け
で
」「
命
あ
る
限
り
」

と
い
っ
た
、
現
代
語
の
感
覚
で
主
体
の
強
い
意
志
を
あ
ら
わ
す
現
代

語
訳
で
は
、「
も
と
な
」（
無
性
に
）
の
解
釈
を
難
し
く
さ
せ
る
。
そ

も
そ
も
恋
と
は
主
体
の
強
い
意
志
を
も
っ
て
す
る
も
の
で
は
な
く
、

対
象
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
命
が

け
で
〜
思
ふ
」
で
は
恋
の
本
質
と
外
れ
た
表
現
と
な
る
。
ま
た
「
い

き
の
を
」
と
「
玉
の
緒
」
と
が
同
じ
で
「
命
」
を
さ
す
と
さ
れ
る
が
、

一
緒
に
歌
わ
れ
る
例
が
二
例
（
⑧
⑫
）
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
を
同

一
の
歌
表
現
と
は
考
え
に
く
い
。

三
、

　

次
に「
い
き
の
を
に
」の「
い
き
」【
息
・
氣
】に
つ
い
て
考
察
す
る
。

『
萬
葉
集
』
中
、「
い
き
」
の
用
例
は
、
名
詞
「
い
き
」
が
五
例
、
動

詞
「
い
き
づ
く
」
が
十
五
例
、
形
容
詞
「
い
き
づ
か
し
」
が
三
例
み

ら
れ
る
。
名
詞
「
い
き
」
は

・･･･

た
ち
ま
ち
に　

情
消け

失
せ
ぬ　

若
か
り
し　

皮は
だ

も
皺
み
ぬ　

黒
か
り

し　

髪
も
白
け
ぬ　

ゆ
な
ゆ
な
は　

氣い
き

さ
へ
絶
え
て　

後
遂
に　

壽い
の
ち

死
に

け
る　

水
江
の　

浦
嶋
子
が　

家
地と
こ
ろ

見
ゆ　
（
９
一
七
四
〇
）

・
君
が
ゆ
く　

海
辺
の
宿
に　

霧
立
た
ば　

我
が
立
ち
嘆
く　

息
と
知
り

ま
せ　
（
15
三
五
八
〇
）

呼
吸
の
意
で
用
い
ら
れ
、
一
七
四
〇
番
歌
の
「
息
さ
へ
絶
え
て
後
つ

ひ
に
命
死
に
け
る
」
の
表
現
か
ら
、
息
が
絶
え
て
か
ら
、
命
が
絶
え

る
ま
で
「
後
つ
ひ
に
」
と
時
間
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
息

が
絶
え
る
こ
と
と
、命
が
絶
え
る
こ
と
と
が
同
じ
で
は
な
く
、「
い
き
」

は
身
体
と
し
て
の
動
作
や
そ
の
結
果
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

止
ま
る
こ
と
が
、
完
全
な
る
「
死
」
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
す

な
わ
ち
、「
い
き
」【
息
・
氣
】
と
は
「
い
の
ち
」
を
構
成
す
る
一
つ

の
要
素
で
あ
り
、「
い
き
」
と
「
い
の
ち
」
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
三
五
八
〇
番
歌
は
「
立
ち
嘆
く
息
」
で
あ
り
、
生
理
現
象
と

し
て
の
呼
吸
で
は
な
く
、
相
手
を
想
う
心
情
に
よ
っ
て
作
用
（
情
動

作
用
）
さ
れ
た
身
体
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
嘆
き
の
息
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
は
「
い
き
づ
く
」「
い
き
づ
か
し
」
も
同
様
で
あ
り
、
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・
か
く
の
み
や　

い
き
づ
き
居
ら
む　

あ
ら
た
ま
の　

来
経
行
く
年
の　

限
り
知
ら
ず
て　
（
５
八
八
一
）

・
い
く
ば
く
も　

生
け
ら
じ
命
を　

恋
ひ
つ
つ
そ　

我
は
氣い

き

づ
く　

人
に

知
ら
え
ず　
（
12
二
九
〇
五
）

・
波
の
上
ゆ　

見
ゆ
る
児
嶋
の　

雲
隠
り　

あ
な
氣い

き

づ
か
し　

相
別
れ
な

ば　
（
８
一
四
五
四
）

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
に
た
い
す
る
情
動
作
用
で
あ
り
、
恋
人

と
会
え
な
い
こ
と
に
対
す
る
嘆
き
を
う
た
う
こ
と
が
多
い
。

　

八
八
一
番
歌
の
「
か
く
の
み
や
」
及
び
「
来
経
行
く
年
の
限
り
知

ら
ず
て
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
い
き
の
を
に
」
の
②
「
か
く
ば
か
り
」、

⑦
「
年
月
の
行
く
ら
む
分
き
も　

思
ほ
え
ぬ
か
も
」
の
表
現
と
近
似

す
る
。
ま
た
二
九
〇
五
番
歌
も
「
い
き
の
を
」
⑫
の
「
命
か
た
む
け
」

と
同
じ
表
現
と
い
え
る
。さ
ら
に
一
四
五
四
番
歌
は
、「
い
き
の
を
に
」

の
④
「
笠
朝
臣
金
村
、
入
唐
使
に
贈
る
歌
」
の
反
歌
で
あ
る
。
嘆
息

の
行
為
と
、「
い
き
の
を
に
」
と
が
同
じ
主
題
を
う
た
っ
て
い
る
こ

と
が
想
定
で
き
る
。

　
「
い
き
づ
く
」「
い
き
づ
か
し
」
が
「
い
き
の
を
に
」
と
同
じ
主
題

を
詠
出
し
、
ま
た
「
い
き
の
を
に
」
の
⑩
が　

⑩
い
き
の
を
に
（
氣
緒
尓
）　

あ
が
氣
づ
き
し　

妹
す
ら
を　

人
妻
な
り
と

　

聞
け
ば
悲
し
も　
（
12
三
一
一
五
）

「
氣
づ
き
し
」
と
共
起
す
る
こ
と
か
ら
も
、「
い
き
の
を
」
の
「
い
き
」

は
生
理
現
象
と
し
て
の
呼
吸
で
は
な
く
、「
な
げ
き
」
や
「
溜
息
」

な
ど
情
動
に
よ
る
身
体
の
作
用
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り「
い

き
の
を
」
の
「
い
き
」
は
「
息
を
す
る
」
動
作
や
身
体
作
用
で
あ
り
、

「
命
」
と
関
連
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　
「
い
き
の
を
」「
い
き
」
に
「
命
」
の
意
が
確
認
で
き
な
い
が
、
一

方
で
「
を
」【
緒
】
の
側
に
「
命
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
た
例
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

・･･･

己
が
緒
を　

盗
み
殺し

せ
む
と　

後
つ
戸
よ　

い
行ゆ

き
違た

が

ひ　

前
つ
戸

よ　

い
行
き
違
ひ　

窺う
か
が

は
く　

知
ら
に
と･･･　
（
崇
神
記
歌
謡
）

・
己
が
を
を　

お
ほ
に
な
思
ひ
そ　

庭
に
立
ち　

笑
ま
す
が
か
ら
に　

駒

に
逢
ふ
も
の
を
（
14
三
五
三
五
）

こ
れ
ら
は
「
緒
」
が
長
い
も
の
を
あ
ら
わ
す
こ
と
か
ら
、「
命
」
は

長
く
続
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、和
語「
を
」【
緒
】に「
命
」の
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

次
節
で
み
る
よ
う
に
、
他
の
「
〜
の
緒
」
の
表
現
に
お
い
て
「
命
」

を
あ
ら
わ
す
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
〜
の
緒
」
に
お
い
て
「
緒
」

が
「
命
」
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
は
認
め
が
た
い
。
そ
の
た
め

現
行
の
注
釈
書
に
み
ら
れ
る「
命
の
か
ぎ
り
」「
命
綱
と
し
て
」と
い
っ

た
訳
は
、原
文
の
語
感
に
忠
実
な
も
の
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

四
、

　

次
に
「
〜
の
緒
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。『
萬
葉
集
』
中
、「
〜
の

緒
」
の
例
は
、「
い
き
の
を
」
の
他
に
「
紐
の
緒
」「
年
の
緒
」「
心

の
緒
」「
玉
の
緒
」
10

等
が
あ
る
。「
ヲ
」（
緒
）
の
語
は
、
紐
状
の
細
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長
い
も
の
を
あ
ら
わ
し
、「
紐
の
緒
」
の
よ
う
に
実
物
を
あ
ら
わ
す

も
の
と
、
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
長
い
こ
と
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る

と
さ
れ
る
。「
〜
の
緒
」
の
例
を
概
観
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
玉
の
緒
」
は
二
十
六
例
あ
り
、
そ
の
多
く
が

・
玉
の
緒
を　

沫あ
わ

緒を

に
搓よ

り
て　

結
べ
ら
ば　

在
り
て
後
に
も　

相あ

は
ざ

ら
め
や
も　
（
４
七
六
三
）

・
葦
の
根
の　

懃ね
も
こ
ろ念

ひ
て　

結
び
て
し　

玉
の
緒
と
云
は
ば　

人
解
か
め

や
も　
（
７
一
三
二
四
）

・
玉
の
緒
の　

く
く
り
よ
せ
つ
つ　

末
終つ
ひ

に　

去ゆ

き
は
別
れ
ず　

同
じ
緒

に
有
ら
む　
（
11
二
七
九
〇
）

・
玉
の
緒
の　

間
も
置
か
ず　

見
ま
く
欲
り　

吾あ

が
思
ふ
妹
は　

家
遠
く

在
り
て　
（
11
二
七
九
三
）

「
搓
る
」「
結
ふ
」「
く
く
る
」と
実
体
と
し
て
の「
緒
」を
あ
ら
わ
し
、「
間

も
置
か
ず
」
は
玉
に
緒
を
通
し
た
情
態
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
で
あ

る
。
11

秋
本
吉
郎
に
よ
る
と
「
玉
の
緒
」
に
は
命
や
魂
の
意
は
な
く
、

全
て
実
体
と
し
て
の
玉
や
そ
れ
を
貫
く
糸
や
紐
の
意
で
解
釈
で
き
る

と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
「
玉
の
緒
」
は

・
相あ

ひ

念お
も

は
ず　

有
る
ら
む
児
故　

玉
の
緒
の　

長
き
春は

る

日ひ

を　

念
ひ
晩く

ら

さ
く　
（
10
一
九
三
六
）

・
君
に
相あ

は
ず　

久
し
く
な
り
ぬ　

玉
の
緒
の　

長
き
命
の　

惜
し
け
く

も
無
し　
（
12
三
〇
八
二
）

・
狂た
は

言こ
と

か　

人
の
云
ひ
つ
る　

玉
の
緒
の　

長
く
と
君
は　

言
ひ
て
し
も

の
を　
（
13
三
三
三
四
）

「
長
し
」
に
か
か
り
、
連
合
表
現
と
し
て
機
能
す
る
。
三
〇
八
二
番

歌
の
「
長
（
き
）」
は
「
命
」
を
修
飾
す
る
。
三
三
三
四
番
歌
は
訃

報
を
聞
い
た
「
私
」
が
「
あ
な
た
は
長
く
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
と

嘆
い
た
歌
で
あ
り
、「
長
い
」
は
命
を
さ
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

一
見
す
る
と
「
玉
の
緒
」
が
「
命
」
と
関
連
し
、
う
た
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
も
み
え
る
が
、こ
れ
は
実
体
と
し
て
の
細
長
い
紐
状
の
「
緒
」

を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
玉
の
緒
」
が
「
命
」
を
直
接
想

起
さ
せ
た
表
現
で
は
な
い
。

・
玉
の
緒
を　

片
緒
に
搓よ

り
て　

緒
を
弱
み　

乱
る
る
時
に　

恋
ひ
ざ
ら

め
や
も　
（
12
三
〇
八
一
）

・
玉
の
緒
の　

絶
え
た
る
恋
の　

乱
れ
な
ば　

死
な
ま
く
の
み
そ　

ま
た

も
相あ

は
ず
し
て　
（
11
二
七
八
九
）

・
恋
ふ
る
こ
と　

益ま

さ
れ
る
今
は　

玉
の
緒
の　

絶
え
て
乱
れ
て　

死
ぬ

べ
く
思
ほ
ゆ　
（
12
三
〇
八
三
）

ま
た
「
玉
の
緒
」
が
「
絶
ゆ
」
に
か
か
る
表
現
も
み
ら
れ
、
こ
れ
も

実
体
と
し
て
の
「
玉
の
緒
」
か
ら
想
起
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め「
死
な
ま
く
」「
死
ぬ
べ
く
」と
共
起
す
る
も
の
の
、

「
玉
の
緒
」
が
命
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
「
玉
の
緒
」
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
「
〜
の
緒
」
の
表
現
と
「
い

き
の
を
」
を
比
較
す
る
と
、「
い
き
の
を
」
は
接
続
す
る
助
詞
に
お

い
て
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
玉
の
緒
」
は
対
象
を
し

め
す
助
詞
「
の
」「
を
」
が
後
接
す
る
の
に
対
し
、「
い
き
の
を
」
は

助
詞
「
に
」
が
後
接
す
る
。「
い
き
の
を
に
思
ふ
」
の
よ
う
に
『
萬
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葉
集
』
中
、「
〜
に
、（
我
が
）
思
（
ふ
）」
の
多
く
は
、

・
あ
き
づ
は
の　

袖
振
る
妹
を　

た
ま
く
し
げ　

奥
に
思
ふ
を　

見
た
ま

へ
吾
が
君　
（
３
三
七
六
）

・
一
日
に
は　

千
重
波
敷
き
に　

念お
も

へ
ど
も　

な
ぞ
其
の
玉
の　

手
に
巻

き
難
き　
（
３
四
〇
九
）

・
大ま
す

夫ら
を

の　

去ゆ

く
と
い
ふ
道
そ　

凡お
ほ

ろ
か
に　

念
ひ
て
行
く
な　

大
夫
を

の
伴と
も　

（
６
九
七
四
）

「
奥
に
」「
千
重
波
敷
き
に
」「
お
ほ
ろ
か
に
」
と
い
っ
た
副
詞
句
で

あ
る
。
そ
の
副
詞
句
は
、
実
体
と
し
て
の
モ
ノ
を
表
現
す
る
の
で
は

な
く
、「
思
ふ
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
状
態
や
程
度
の
大
小
を

表
現
す
る
。
そ
の
た
め
「
い
き
の
を
に
」
も
そ
の
よ
う
な
副
詞
句
に

考
え
ら
れ
、
実
体
と
し
て
の
「
緒
」
を
さ
す
と
は
考
え
に
く
い
。

　

次
に
「
紐
の
緒
」
は
、
集
中
八
例
あ
り
、

・
菅
の
根
の　

ね
も
こ
ろ
君
が　

結
び
た
る　

我
が
紐
の
緒
を　

解
く
人

は
有あ

ら
じ　
（
11
二
四
七
三
）

・
白
た
へ
の　

我
が
紐
の
緒
の　

絶
え
ぬ
間
に　

恋
結
び
せ
む　

相あ

は
む

日
ま
で
に　
（
12
二
八
五
四
）

・
何
故
か　

思
は
ず
有
ら
む　

紐
の
緒
の　

心
に
入
り
て　

恋
し
き
も
の

を　
（
12
二
九
七
七
）

「
解
く
」「
結
ふ
」
に
承
接
し
、
歌
表
現
と
し
て
男
女
の
仲
を
暗
示
す

る
。
そ
の
表
現
か
ら
は
継
続
性
は
表
現
さ
れ
ず
、「
紐
の
緒
」
は
実

体
と
し
て
の
「
結
ぶ
も
の
」「
結
ば
れ
て
い
る
」
も
の
を
表
示
す
る
。

二
九
七
七
番
歌
は
「
紐
の
緒
」
が
「
入
り
て
」
に
懸
か
り
、「
12

紐
を

結
ぶ
の
に
一
方
を
輪
に
し
、
他
方
を
そ
れ
に
通
す
」
と
い
っ
た
解
釈

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
体
と
し
て
の
紐
か
ら
「
結
ぶ
」
行
為
を
連

想
さ
せ
用
い
て
い
る
。

　
「
年
の
緒
」
は
集
中
十
七
例
あ
り
、
す
べ
て
助
詞
を
介
在
す
る
こ

と
な
く
「
長
く
」
に
承
接
す
る
。

・
我
が
形
見　

見
つ
つ
偲
は
せ　

あ
ら
た
ま
の　

年
の
緒
長
く　

我
も
思

は
む　
（
４
五
八
七
）

・
あ
ら
た
ま
の　

年
の
緒
長
く　

か
く
恋
ひ
ば　

ま
こ
と
我
が
命　

全
か

ら
め
や
も　
（
12
二
八
九
一
）

・
あ
ら
た
ま
の　

年
の
緒
長
く　

い
つ
ま
で
か　

我
が
恋
ひ
居
ら
む　

命

知
ら
ず
て　
（
12
二
九
三
五
）

全
例
が
「
思
ふ
」
や
「
恋
ふ
」
を
修
飾
し
、
長
く
想
う
こ
と
を
表
現

す
る
。「
思
ふ
」
や
「
恋
ふ
」
を
修
飾
す
る
点
に
お
い
て
、「
い
き
の

を
に
」
と
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。

　
「
心
の
緒
」
は
一
例
の
み
で
、

・
ま
か
な
し
み　

寝
れ
ば
言
に
出　

さ
寝
な
へ
ば　

心
の
緒
ろ
（
己
許
呂

乃
緒
呂
）
に　

乗
り
て
か
な
し
も　
（
14
三
四
六
六
）

（
愛
し
さ
に
、
寝
る
と
噂
に
上
る
。
寝
な
い
で
い
る
と
心
の
上
に
（
あ
な
た

が
）
乗
り
か
か
っ
て
切
な
い
）

「
を
」
は
「
心
」
の
意
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
当
該
歌
は
仮

名
書
歌
巻
に
属
す
る
が
、「
を
」
は
正
訓
「
緒
」
字
で
記
さ
れ
る
。

一
音
節
と
し
て
の
「
を
」
を
訓
仮
名
「
緒
」
で
表
示
す
る
こ
と
は

珍
し
く
は
な
い
が
、
仮
に
表
意
兼
帯
の
用
法
で
あ
る
と
仮
定
す
る
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と
、『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
緒
」
字
の
「
心
」
意
で
の
用
法
は
、

題
詞
左
注
に
お
け
る
「
正
述
心
緒
」（
11
二
三
六
八
）
や
「
悲
緒
」

（
３
四
七
〇
）「
恋
緒
」（
17
三
九
六
七
）「
愁
緒
」（
17
三
九
七
六
）「
怨
緒
」

（
17
四
〇
〇
八
）
等
に
み
え
、
ま
た
中
国
に
お
け
る
用
法
に
も
玉
融

「
琵
琶
詩
」
に
「
13

意
緒
」
の
例
が
あ
る
。
そ
の
た
め
「
〜
の
緒
」
は

視
覚
的
に
表
示
さ
れ
る
用
字
上
の
意
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。「
心

中
感
緒
」（
３
四
五
八
）、「
感
緒
御
心
之
中
」（
16
三
八
三
五
）
に
お

い
て
「
心
の
中
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、「
緒
」
字
が
単
に
「
こ
こ
ろ
」

の
意
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
く
、
あ
る
事
柄
に
よ
っ
て
心
が
作
用
し

た
も
の
、
つ
ま
り
情
動
作
用
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注
』（
筑
摩
書
房
）
や
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉

集
注
釋
』（
中
央
公
論
社
）
で
は
、「
心
の
緒
」
を
「
い
き
の
を
」
と

同
じ
表
現
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
表
現
す
る
も
の
を
継
続
性
と
指
摘

し
て
い
る
。
た
だ
「
寝
れ
ば
言
に
出
」「
寝
な
へ
ば
〜
」
と
仮
定
条

件
句
を
重
ね
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
継
続
性

に
は
「
寝
な
へ
ば
」
と
共
寝
を
し
な
い
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
ま
た

三
四
六
六
番
歌
の
「
心
に
乗
る
」
と
い
う
表
現
は
、

・
東
人
の　

荷の

さ
き
の
篋は

こ

の　

荷に

の
緒
に
も　

妹
は
情こ

こ
ろ

に　

乗
り
に
け
る

か
も　
（
２
一
〇
〇
）

・
も
も
し
き
の　

大
宮
人
は　

多
か
れ
ど　

情
に
乗
り
て　

念
ほ
ゆ
る
妹

　
（
４
六
九
一
）

・
春
去さ

れ
ば　

し
だ
り
柳
の　

と
を
を
（
十
緒
）
に
も　

妹
は
心
に　

乗

り
に
け
る
か
も　
（
10
一
八
九
六
）

相
手
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
ず
、
心
を
奪
わ
れ
た
ま
ま
の
状
態
と
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
、恋
人
の
こ
と
を
強
く
想
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

前
節
で
概
観
し
た
「
い
き
の
を
に
」
が
用
い
ら
れ
た
歌
の
状
況
を
考

え
る
と
、「
心
の
緒
」
で
は
な
く
「
心
に
乗
る
」
に
近
い
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
〇
〇
番
歌
は
「
心
に
し
っ
か
り
と
妹
が

乗
っ
て
離
れ
な
い
」
こ
と
を
「
荷
の
緒
に
も
」
が
あ
ら
わ
し
、
ま
た

一
八
九
六
番
歌
は
「
と
を
を
に
」
が
「
十
緒
」
で
視
覚
的
に
表
示
さ

れ
る
。
ま
た
「
紐
の
緒
」
の
二
九
七
七
番
歌
が
「
心
に
入
り
て
恋
し

き
も
の
を
」
と
う
た
う
こ
と
か
ら
も
、
情
動
作
用
に
お
い
て
「
緒
」

が
「
心
」
に
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
「
こ
こ
ろ
に

乗
る
」
と
い
う
表
現
は
、『
萬
葉
集
』
第
二
期
の
歌
人
に
み
ら
れ
、

第
四
期
の
歌
人
に
み
ら
れ
た
「
い
き
の
を
」
に
先
行
す
る
。

　

以
上
、「
〜
の
緒
」
を
考
察
し
た
。「
緒
」
に
は
「
命
」
と
い
う
意

は
な
く
、
ま
た
実
体
と
し
て
「
綱
」
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
こ
と
は

な
い
。
そ
の
た
め
「
い
き
の
を
」
を
現
代
語
の
「
命
綱
」
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
も
無
理
が
あ
る
と
い
え
る
。「
緒
」
は
長
さ
や
継
続
性

を
あ
ら
わ
し
、
想
い
の
強
さ
を
表
現
す
る
。
そ
し
て
「
緒
」
は
心
に

作
用
す
る
モ
ノ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
命
」
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
こ
こ
ろ
」
や
そ
の
情
動
作
用
と
し
て
と
ら
え
る

べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。
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五
、

　
「
い
き
の
を
」は
、そ
の
語
か
ら「
命
」と
関
連
づ
け「
命
綱
」や「
命

が
け
」
と
い
っ
た
強
い
意
志
を
持
っ
た
も
の
に
訳
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、「
い
き
の
を
に
」
と
あ
わ
せ
て
表
現
さ
れ
る
「
も
と
な
」
を

持
つ
歌
句
か
ら
は
、意
志
を
介
さ
な
い
状
態
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、

「
命
の
か
ぎ
り
」
と
主
体
の
積
極
的
な
意
志
の
解
釈
で
は
表
現
性
に

整
合
し
な
い
。「
〜
の
緒
」
の
表
現
さ
れ
る
も
の
は
、
実
体
と
し
て

の
「
緒
」
で
あ
り
、「
年
の
緒
」
は
長
さ
や
変
わ
ら
ず
続
く
継
続
性

を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
命
」
を
あ
ら
わ
し

て
い
た
の
で
は
く
、「
い
き
の
を
」
も
継
続
性
を
表
現
し
た
も
の
と

解
さ
れ
る
。

　
「
年
の
緒
」「
玉
の
緒
」
は
「
長
く
」
と
語
形
の
上
で
明
示
す
る
の

に
対
し
、「
い
き
の
を
」
は
「
長
く
」
を
明
示
せ
ず
、
助
詞
「
に
」

に
よ
っ
て
「
思
ふ
」
を
修
飾
す
る
。『
萬
葉
集
』
中
、「
〜
に
＋
思
ふ
」

が
あ
ら
わ
す
も
の
は
、そ
の
思
い
の
程
度
や
そ
の
状
態
を
あ
ら
わ
す
。

ま
た
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
い
き
」
は
、
情
動
作
用
と
し
て
の
嘆

息
を
あ
ら
わ
す
。
そ
の
た
め
「
い
き
の
を
」
は
、
継
続
性
や
程
度
の

強
さ
を
そ
の
語
形
に
内
包
し
た
表
現
と
推
測
で
き
、
比
較
的
新
し
い

連
合
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。「
い
き
」
は
生
命

活
動
で
は
な
く
、
嘆
息
と
い
っ
た
心
の
作
用
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
し

て
「
い
き
の
を
」
は
「
命
」
で
は
な
く
、恋
情
に
お
け
る
「
こ
こ
ろ
」

の
活
動
を
あ
ら
わ
し
た
、「
心
に
乗
る
」
の
よ
う
に
、
対
象
と
な
る

相
手
が
常
に
離
れ
な
い
情
態
、
想
い
の
極
限
状
態
と
考
え
る
。
そ
し

て
そ
の
身
体
作
用
が
「
嘆
息
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　

最
後
に
「
い
き
の
を
」
が
中
古
以
降
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
理
由

に
つ
い
て
付
言
す
る
。
14

中
古
以
降
、「
い
き
の
を
」
は

・
あ
ふ
こ
と
を　

い
き
の
を
に
す
る　

身
に
し
あ
れ
ば　

た絶

ゆ
る
も
い
か

が　

か
な
し
と
思
は
ぬ	

（『
和
泉
式
部
集
』
八
九
）

・
い
き
の
を
の　

た絶

え
な
む
い
の命

ち
は　

君
に
て
も　

あ
は
れ
い
づ
こ
と

　

我
を
た
づ
ね	

（『
伊
勢
大
輔
集
』
一
五
二
）

・
日
に
そ
へ
て　

思
ひ
み乱だ
る
る　

い
き
の
を
は　

今
一
た
び
も　

み
て

や
た絶え
な
ん	

（『
堀
河
院
百
首
』
一
二
〇
六
）

・
い
き
の
を
に　

君
が
心　

し
た
ぐ
ひ
な
ば　

ち
へ
の
浪
わ
け　

身
を
も

な
ぐ
が
に	

（『
松
浦
宮
物
語
』
一
四
）

「
思
ふ
」
や
「
恋
ふ
」
を
修
飾
し
な
い
例
が
多
く
な
る
。『
和
泉
式
部

集
』
の
用
例
は
、「
い
き
の
を
に
し
て
」
は
共
通
す
る
も
の
の
、『
和

泉
式
部
集
』
に
お
け
る
「
い
き
の
を
」
の
例
は
、「
絶
ゆ
」
に
か
か
り
、

「
命
」
や
「
命
綱
」
と
し
て
の
意
味
が
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、『
萬

葉
集
』
の
例
と
は
全
く
異
な
る
用
法
と
い
え
る
。

　

中
古
以
降
「
い
き
の
を
」
は
、
語
形
上
「
い
き
の
を
の
」「
い
き

の
を
は
」
と
助
詞
「
に
」
以
外
で
「
い
き
の
を
」
が
表
現
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
さ
ら
に
「
緒
」
の
縁
語
で
あ
る
「
絶
ゆ
」「
乱
る
」
と

共
起
す
る
よ
う
に
な
る
と
、「
息
の
緒
」
は
「
玉
の
緒
」
の
表
現
構

造
と
極
め
て
近
似
し
た
も
の
と
な
る
。『
伊
勢
大
輔
集
』
や
『
堀
河

院
百
首
』
は
、「
い
き
の
を
」
を
「
た
ま
の
を
」
に
置
き
換
え
て
も
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通
じ
、「
い
き
の
を
」
が
「
た
ま
の
を
」
と
同
じ
表
現
を
な
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。「
乱
」「
絶
」
が
「
命
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
か

ら
、中
古
以
降
の
歌
人
に
と
っ
て「
玉
の
緒
」な
ら
び
に「
い
き
の
を
」

は
、『
萬
葉
集
」
と
は
異
な
り
、「
命
」
を
あ
ら
わ
す
歌
表
現
に
な
っ

て
い
た
と
推
測
す
る
。「
命
」は「
い
き
」よ
り
も「
た
ま
」（
玉
／
魂
）

と
結
び
つ
き
や
す
く
り
、「
い
き
の
を
」
は
「
た
ま
の
を
」
に
そ
の

位
置
を
奪
わ
れ
た
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
近
世
の

『
萬
葉
集
』「
い
き
の
を
」
の
理
解
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た

も
の
と
推
測
で
き
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
筆
者
は
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
い
き
の
を
に
」

の
解
釈
と
し
て
は
、「
心
」
に
お
け
る
情
動
作
用
が
、「
息
づ
く
」
等
、

身
体
に
ま
で
作
用
す
る
ほ
ど
に
、
対
象
と
な
る
相
手
を
思
い
続
け
て

い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
表
現
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
想
い
の
極
限
状

態
と
い
え
る
。「
い
き
の
を
に
」
を
意
訳
す
る
な
ら
ば
「
思
ふ
」「
恋

ふ
」
を
修
飾
す
る
も
の
は
、「
心
が
奪
わ
れ
て
思
い
が
嘆
息
と
な
っ

て
で
る
ほ
ど
に
、」
ま
た
「
い
き
の
を
に
す
る
」
や
「
嘆
く
」
を
修

飾
す
る
も
の
は
「
思
ふ
」
や
「
恋
ふ
」
を
包
含
す
る
「
想
い
が
あ
ふ

れ
で
る
ほ
ど
心
か
ら
離
れ
ず
」
の
よ
う
な
意
訳
に
な
ろ
う
か
。

注１
、『
萬
葉
集
』
は
、『
補
訂
版　

萬
葉
集　

本
文
篇
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）

を
用
い
た
。
以
降
の『
萬
葉
集
』の
引
用
な
ら
び
に
用
例
数
も
同
様
で
あ
る
。

な
お
訳
文
は
筆
者
に
よ
る
。

２
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
い
き
の
を
」
は
使
用
さ
れ
な
い
。

３
、『
萬
葉
拾
穂
抄
』（
新
典
社
）

４
、『
契
沖
全
集
』（
岩
波
書
店
）

５
、
原
田
留
美
「
万
葉
集
の
「
息
の
緒
」
に
つ
い
て
」『
成
蹊
国
文
』
三
八
号
、

二
〇
〇
五
年

６
、
⑥
の
「
息
」
字
も
一
例
で
あ
り
有
標
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、『
玉
篇
』

に
「
気
息
也
」
と
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
息
」
は
「
氣
」
の
変
え
字
で
あ
る

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

７
、
萬
葉
集
叢
書　

第
四
輯
『
萬
葉
考
槻
乃
落
葉
』（
古
今
書
院
）

８
、
武
田
祐
吉
「
い
ま
の
を
つ
づ
考
」『
萬
葉
』
十
七
号
、
一
九
五
五
年

９
、
下
河
辺
長
流
『
萬
葉
集
管
見
』
も
「
い
き
の
緒
に
思
ひ
し
君
」
に
お
け
る
「
継

続
性
」
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
「
い
き
の
長
く
し
て
、
絶
ね
は
、
い
き
の
緒
と
は
い
ふ
也
。
上
に
注
す
る
、

け
な
か
く
戀
る
な
と
よ
め
る
に
、
同
し
こ
と
な
り
。」（
六
四
四
番
歌
、
注
）

10
、「
〜
の
緒
」
に
は
「
今
の
緒
」（
20
四
三
六
〇
等
）
も
考
え
ら
れ
る
が
諸
説

が
あ
り
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
た
。
ま
た
「
伴
の
緒
」
も
「
緒
」
と
記
さ

れ
た
例
は
一
例
で
あ
り
、
他
は
「
雄
」「
男
」「
壮
」
を
あ
て
て
い
る
こ
と

か
ら
、
男
子
で
あ
る
こ
と
を
表
現
と
し
て
表
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
考

察
の
対
象
外
と
し
た
。

11
、
秋
本
吉
郎
「
萬
葉
集
「
玉
の
緒
ば
か
り
」
考
」『
語
文
』
十
五
、一
九
五
五
年

12
、
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
三
年

13
、「
絲
中
傳
意
緒
、花
裏
寄
春
情
」（
琵
琶
詩
）。「
情
」
と
「
緒
」
と
が
対
に
な
っ

て
い
る
。

14
、
以
下
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
本
文
な
ら
び
に
歌
番
号
に
よ
る
。
な
お
『
新

編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
と
「
い
き
の
を
」
は
五
十
二
例
、「
た
ま
の
を
」
は

三
百
五
例
み
ら
れ
る
。

	
	

（
す
ず
き
た
か
し
）

01_鈴木喬.indd   14 14.9.12   5:24:37 PM




