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＊
安
岡
章
太
郎
の
小
説
作
品
の
引
用
は
『
安
岡
章
太
郎
全
集

Ⅲ
』（
講
談
社　

昭
和
四
六
年
三
月
）
に
よ
る
。
そ
れ
以
外

の
引
用
元
は
注
に
示
し
た
通
り
。
な
お
、
旧
字
は
新
字
に
あ

ら
た
め
た
。（

島
根
大
学
学
術
研
究
院
教
育
学
系
特
任
教
授
）

は
じ
め
に

日
本
語
に
は
「
持
ち
上
げ
る
」「
運
び
出
す
」
な
ど
複
数
の

動
詞
か
ら
成
る
複
合
動
詞
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
同
様
の
も
の

は
『
万
葉
集
』
な
ど
上
代
文
献
に
も
存
在
す
る
が
、
そ
の
動
詞

間
の
結
合
は
そ
れ
ほ
ど
緊
密
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
（
金
田
一
一
九
五
三
・
青
木
博
史
二
〇
一
三
・
佐
佐
木

二
〇
一
八
・
拙
論
二
〇
一
五
）。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し

て
も
中
古
・
中
世
に
も
同
様
の
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ
、
そ
れ

以
降
も
引
き
続
き
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
こ

れ
ら
が
今
日
の
複
合
動
詞
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の

余
地
は
な
い
。

本
論
で
は
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
動
詞
「
過
ぐ
」
が
単
独
で

使
用
さ
れ
る
場
合
の
意
味
用
法
お
よ
び
他
の
動
詞
に
連
接
す
る

場
合
の
意
味
用
法
を
明
ら
か
に
し
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
類

歌
と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
複
数
の
動
詞
を
連
接
す
る
表
現
の

固
定
化
お
よ
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
成
立
と
の
関
係
性
を
論

じ
る
。

一
『
万
葉
集
』
の
「
過
ぐ
」
に
関
す
る
意
味
記
述

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
に
つ
い
て
青
木
・
橋
本

（
二
〇
〇
一
）、
多
田
（
二
〇
一
四
）
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。

事
前
に
両
者
の
記
述
を
整
理
し
、
以
下
に
示
す
。

青
木
・
橋
本
（
二
〇
〇
一
）「
す
ぐ
（
過
）」
の
項
（
北
野
達
執
筆
）

・
万
葉
集
に
約
一
六
〇
例
存
在
す
る
。

・
約
六
〇
例
は
あ
る
特
定
の
場
所
を
通
過
す
る
こ
と
に
用
い
ら

万
葉
集
に
お
け
る
類
歌
と
複
合
動
詞
形
成 

―
動
詞
「
過
ぐ
」
を
中
心
に
―

百
　
留
　
康
　
晴
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い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
の
単
独
用
法

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
動
詞
「
過
ぐ
」
は
単
独
で
、
ま

た
他
の
動
詞
に
連
接
し
て
、
用
い
ら
れ
る
。
青
木
・
橋
本

（
二
〇
〇
一
）、
多
田
（
二
〇
一
四
）
か
ら
窺
え
る
「
過
ぐ
」
の

用
法
を
《
通
過
》《
経
過
》《
消
滅
》
と
し
、
本
節
で
は
ま
ず
単

独
で
使
用
さ
れ
る
「
過
ぐ
」
を
も
と
に
意
味
拡
張
の
方
向
性
お

よ
び
背
景
を
考
察
す
る
。

用
例
収
集
は
国
立
国
語
研
究
所
（2018

）『
日
本
語
歴
史
コ
ー

パ
ス
』https://chunagon.ninjal.ac.jp/

（2018

年
10
月
1
日

確
認
）
を
用
い
て
行
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
底
本
で
あ
る
小
島
憲

之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集　

萬
葉
集
1
～
4
』
小
学
館
を
資
料
と
し
、
ま
た
用
例
の

解
釈
に
当
た
っ
て
は
伊
藤
博
（
二
〇
〇
五
）『
萬
葉
集
注
釈
』

集
英
社
な
ど
も
参
照
し
た
。
な
お
左
注
に
あ
る
「
過
ぐ
」、
ク

語
法
に
よ
り
体
言
化
し
た
「
過
ぎ
ま
く
」「
過
ぐ
ら
く
」
は
考

察
対
象
外
と
し
た
。

収
集
し
た
「
過
ぐ
」
を
単
独
で
使
用
さ
れ
た
も
の
、
他
の
動

詞
に
前
接
・
後
接
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
に
分
け
、
そ
の
用
例

数
お
よ
び
意
味
別
内
訳
を
表
一
に
示
す
。
な
お
他
の
動
詞
に
後

接
す
る
例
に
は
「
行
き
も
過
ぎ
ぬ
る
」「
散
り
か
過
ぎ
な
む
」

な
ど
係
助
詞
が
介
入
し
た
も
の
、「
鳴
き
過
ぎ
渡
る
」「
咲
き
散

り
過
ぐ
」
な
ど
三
語
か
ら
成
る
も
の
も
含
む
。

表
一　

上
代
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
の
用
例
数

通過

経過

消滅

合計

単独

35

30

29

94

前接

8

4

2

14

後接

12

2

26

40

表
一
か
ら
単
独
で
使
用
さ
れ
る
場
合
、
動
詞
に
前
接
す
る
場

合
で
は
《
通
過
》《
経
過
》《
消
滅
》
の
順
に
「
過
ぐ
」
の
用
例

数
が
多
い
一
方
、動
詞
に
後
接
す
る
場
合
は《
消
滅
》《
通
過
》《
経

過
》
の
順
に
用
例
数
が
多
く
、
そ
の
傾
向
が
異
な
っ
て
い
る
こ

と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
過
ぐ
」
が
他
の
動
詞
に

後
接
す
る
際
に
は
単
独
用
法
・
前
接
用
法
と
は
異
な
る
使
用
上

の
偏
り
が
発
生
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
意
味
の
面
で
は
単

独
用
法
と
連
接
用
法
と
に
本
質
的
な
違
い
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

次
に
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
単
独
で
使
用
さ
れ
る
「
過

ぐ
」
の
意
味
拡
張
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
青
木
・
橋
本

（
二
〇
〇
一
）、
多
田
（
二
〇
一
四
）
か
ら
「
過
ぐ
」
に
お
け

る
意
味
用
法
の
形
成
に
特
定
の
基
準
点
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。
用
例
を
分
析
す
る
と
《
通
過
》
の
意
味
で
使
用

さ
れ
た
「
過
ぐ
」
は
三
五
例
中
三
三
例
が
具
体
的
な
場
所
を
基

準
点
と
し
て
言
語
化
し
て
い
る
。
１
の
例
は
基
準
点
を
格
助
詞

ヲ
で
示
し
た
も
の
、
２
の
例
は
無
助
詞
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

れ
て
い
る
。

・「
過
ぐ
る
」
所
は
、
作
者
が
特
別
に
関
心
を
寄
せ
る
、
あ
る

い
は
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
で
あ
っ
た
。

・
時
の
経
過
を
表
現
す
る
歌
は
約
七
〇
例
あ
る
。
そ
の
う
ち

萩
・
桜
・
黄
葉
（
も
み
ち
）
な
ど
が
「
散
り
過
ぐ
」
こ
と
に
よ
っ

て
季
節
の
変
化
を
感
じ
と
る
趣
の
歌
が
二
七
例
、「
時
」「
春
」

「
秋
」「
冬
」
な
ど
が
「
過
ぐ
」
こ
と
で
同
様
の
趣
を
表
現
し

た
歌
が
一
二
例
あ
る
。

・
死
者
に
対
し
て
も
「
過
ぐ
」
を
用
い
た
。
死
ぬ
こ
と
を
「
過

ぐ
」
と
表
現
し
た
例
は
、
一
七
例
み
え
る
。

・
恋
を
「
過
ぐ
」
と
表
現
し
た
。
こ
う
し
た
表
現
は
万
葉
集
に

一
二
例
あ
り
、
死
を
「
過
ぐ
」
と
表
現
し
た
こ
と
と
同
様
に
、

消
え
て
な
く
な
る
こ
と
が
「
過
ぐ
」
と
表
現
さ
れ
た
。

多
田
（
二
〇
一
四
）「
す
ぐ
【
過
ぐ
】」
の
項
（
大
浦
誠
士
執
筆
）

・
こ
ち
ら
側
の
意
志
に
か
か
わ
り
な
く
、
状
況
や
事
態
が
あ
る

定
点
を
越
え
て
ど
ん
ど
ん
と
進
行
し
て
し
ま
う
こ
と
が
原
義

で
あ
る
。

・
空
間
的
な
意
味
合
い
、
時
間
的
な
意
味
合
い
、
状
況
的
な
意

味
合
い
な
ど
、
用
法
に
よ
っ
て
様
々
な
意
味
を
表
す
の
が
特

徴
で
あ
る
。

・
ス
グ
（
過
ぐ
）
が
原
義
と
し
て
持
つ
進
行
の
情
調
が
明
確
に

読
み
取
れ
る
の
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
歌
謡

に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、過
ぎ
て
行
く
地
名
を
列
挙
す
る「
道

行
き
」
の
詞
章
で
あ
る
。

・『
万
葉
集
』
で
最
も
多
い
の
は
、
空
間
的
な
意
味
合
い
に
お

い
て
、
特
定
の
場
所
を
通
過
す
る
意
味
で
あ
る
。

・
ス
グ
の
持
つ
留
め
よ
う
の
な
い
進
行
の
情
調
が
よ
く
現
れ
る

の
は
、
時
間
や
季
節
の
推
移
を
表
す
ス
グ
で
あ
る
。

・
季
節
の
景
物
で
あ
る
三
笠
（
御
笠
）
の
山
の
黄
葉
が
盛
り
を

過
ぎ
、
時
雨
に
あ
っ
て
散
り
ゆ
く
こ
と
を
ス
グ
と
表
現
す
る

の
も
、
同
様
に
ス
グ
の
持
つ
留
め
よ
う
の
な
い
進
行
の
情
調

に
よ
る
。

・
ス
グ
が
「
思
ひ
過
ぐ
」
の
よ
う
な
形
で
、
恋
し
い
思
い
が
消

え
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

・
人
の
死
を
ス
グ
と
表
現
す
る
の
も
、
人
が
こ
ち
ら
側
の
世
界

か
ら
向
う
側
の
世
界
へ
と
旅
立
つ
こ
と
を
人
の
力
で
は
留
め

る
こ
と
の
出
来
な
い
事
態
の
進
行
と
捉
え
た
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
に
空

間
の
移
動
・
時
間
の
推
移
・
対
象
の
消
滅
を
表
す
用
法
が
存
在

し
た
こ
と
が
分
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
用
法
は
一
つ
の
用
法
か
ら

徐
々
に
拡
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
接
点
と
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
の
拡
張
が
生
じ

た
の
か
、
単
独
で
使
用
さ
れ
る
場
合
と
他
の
動
詞
に
連
接
し
て

使
用
さ
れ
る
場
合
と
で
意
味
的
な
違
い
が
あ
る
の
か
等
明
ら
か

で
な
い
こ
と
が
あ
る
。
本
論
で
は
単
独
で
使
用
さ
れ
る
場
合
、

他
の
動
詞
に
連
接
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
、
を
分
け
、
意
味
拡

張
の
道
筋
お
よ
び
単
独
用
法
・
連
接
用
法
両
者
の
意
味
的
な
違
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て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。こ
の
こ
と
か
ら『
万
葉
集
』の「
過

ぐ
」
に
お
け
る
《
経
過
》
の
意
味
用
法
は
《
通
過
》
の
意
味
用

法
か
ら
拡
張
し
た
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。

「
七
日
」
と
い
う
期
間
が
基
準
点
と
な
る
４
の
例
を
見
る
と

「
早
け
れ
ば
二
日
」「
遅
け
れ
ば
七
日
」
で
は
な
く
「
近
く
あ
ら

ば
今
二
日
」「
遠
く
あ
ら
ば
七
日
」
と
距
離
の
概
念
と
時
間
の

概
念
と
を
組
み
合
わ
せ
て
捉
え
て
い
る
こ
と
、「
七
日
の
を
ち

は
過
ぎ
め
や
も
」
の
「
を
ち
」
に
つ
い
て
巻
一
五
第
三
七
二
六

番
歌
に
「
一
般
に
空
間
的
に
隔
た
っ
た
場
所
を
さ
す
。
こ
こ
は

時
間
的
に
用
い
て
、
以
降
、
以
後
、
意
味
す
る
用
法
」
と
の
注

釈
が
あ
る
こ
と
、
か
ら
具
体
的
な
移
動
と
時
間
の
推
移
と
が
当

時
の
認
識
に
お
い
て
不
可
分
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

他
に
６
７
の
例
の
よ
う
に
主
と
し
て
花
や
植
物
の
最
も
良
い

時
期
を
基
準
点
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
６
の
例
は

嫁
菜
の
古
名
「
う
は
ぎ
」
の
食
べ
時
が
、
７
の
例
で
は
秋
萩
の

最
も
美
し
く
咲
く
時
期
が
、
基
準
点
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
「
過

ぐ
」
を
意
味
用
法
を
《
経
過
》
と
解
し
た
が
、
日
常
具
体
的
に

把
握
し
て
い
る
花
や
植
物
の
変
化
か
ら
時
間
の
推
移
を
把
握
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

６
妻
も
あ
ら
ば
摘
み
て
食
げ
ま
し
沙
弥
の
山
野
の
上
の
う
は
ぎ

過
ぎ
に
け
ら
ず
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
二　

二
二
一

７
秋
萩
は
盛
り
過
ぐ
る
を
い
た
づ
ら
に
か
ざ
し
に
挿
さ
ず
帰
り

な
む
と
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
八　

一
五
五
九

以
上
か
ら
当
時
時
間
の
推
移
は
視
覚
・
聴
覚
を
介
し
、
具
体

的
に
捉
え
ら
れ
た
自
身
や
自
然
の
変
化
と
不
可
分
に
捉
え
ら
れ

て
お
り
、『
万
葉
集
』
の
「
過
ぐ
」
に
お
け
る
《
経
過
》
の
意

味
用
法
は《
通
過
》の
意
味
用
法
か
ら
拡
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

《
消
滅
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
過
ぐ
」
の
例
と
し
て
以

下
の
８
９
を
示
す
。

８
霜
雪
も
い
ま
だ
過
ぎ
ね
ば
思
は
ぬ
に
春
日
の
里
に
梅
の
花
見
つ

巻
八　

一
四
三
四

９
卯
の
花
の
過
ぎ
ば
惜
し
み
か
ほ
と
と
ぎ
す
雨
間
も
置
か
ず
こ

ゆ
鳴
き
渡
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
八　

一
四
九
一

８
の
例
で
は
「
霜
雪
」
が
消
え
て
無
く
な
る
こ
と
を
、
９
の

例
で
は
「
卯
の
花
」
が
散
っ
て
無
く
な
る
こ
と
を
「
過
ぐ
」
と

表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
「
過
ぐ
」
が
指
す
こ
と
は
有

か
ら
無
の
境
界
線
を
基
準
点
と
し
、
時
間
の
推
移
と
と
も
に
生

じ
た
対
象
の
状
態
変
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で

「
過
ぐ
」に
お
け
る《
消
滅
》の
意
味
は
６
７
の
例
に
示
し
た《
経

過
》
の
意
味
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
《
消
滅
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
過
ぐ
」
に
は
10
の

よ
う
に
「
嘆
き
」
が
対
象
と
な
る
例
も
存
在
す
る
。
類
例
に
相

手
に
対
す
る
「
思
ひ
」
や
「
恋
ひ
」
が
無
く
な
る
こ
と
を
表
す

例
も
存
在
す
る
。
自
ら
の
心
に
生
じ
た
感
情
も
時
を
経
て
い
つ

し
か
消
滅
す
る
こ
と
を
当
時
の
人
々
は
体
感
的
に
知
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
「
過
ぐ
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
て
表
現
し
て
い
た

ま
た
３
の
例
は
夫
が
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
を
船
で
素
通
り
し
た

こ
と
を
咎
め
る
内
容
で
あ
り
、
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
を
基
準
点

と
す
る
が
、
そ
れ
が
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
な

お
基
準
点
と
「
過
ぐ
」
の
間
に
他
の
語
句
が
挟
ま
れ
る
場
合
も

あ
る
。

１
大
和
道
の
吉
備
の
児
島
を
過
ぎ
て
行
か
ば
筑
紫
の
児
島
思
ほ

え
む
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
六　

九
六
七

２
百
隈
の
道
は
来
に
し
を
ま
た
更
に
八
十
島
過
ぎ
て
別
れ
か
行

か
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
二
〇　

四
三
四
九

３
我
が
恋
を
夫
は
知
れ
る
を
行
く
舟
の
過
ぎ
て
来
べ
し
や
言
も

告
げ
な
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
〇　

一
九
九
八

《
通
過
》
が
主
体
の
具
体
的
な
移
動
を
伴
う
意
味
用
法
で
あ

る
の
に
対
し
、《
経
過
》
は
時
間
の
推
移
と
い
う
抽
象
的
な
変

化
を
表
す
。《
経
過
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
過
ぐ
」
は
全

30
例
中
23
例
が
具
体
的
な
期
間
や
「
時
」「
春
」「
秋
」「
冬
」

な
ど
漠
然
と
し
た
時
期
・
期
間
を
基
準
点
と
し
、
そ
れ
が
言
語

化
さ
れ
て
い
る
。
４
は
七
日
と
い
う
具
体
的
な
期
間
を
基
準
点

と
し
た
例
、
５
は
「
春
」
と
い
う
季
節
を
基
準
点
と
し
た
例
で

あ
る
。

４
近
く
あ
ら
ば
今
二
日
だ
み
遠
く
あ
ら
ば
七
日
の
を
ち
は
過
ぎ

め
や
も
来
な
む
我
が
背
子
ね
も
こ
ろ
に
な
恋
ひ
そ

巻
一
七　

四
〇
一
一

５
春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天
の
香
具
山

巻
一　

二
八

古
橋
（
二
〇
〇
四
）（
一
七
二
～
一
七
七
頁
）
は
以
下
の
歌
が

冬
過
ぎ
て
春
来
る
ら
し
朝
日
さ
す
春
日
の
山
に
霞
た
な
び

く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
〇　

一
八
四
四

「
春
来
る
ら
し
」
と
推
量
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
平
城

京
で
は
春
を
感
じ
ら
れ
ず
に
い
て
、
春
日
山
に
立
つ
霞
に
よ
っ

て
春
が
来
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
す
る
。
そ

こ
か
ら
奈
良
時
代
の
人
々
は
季
節
の
到
来
を
時
間
の
変
化
で
は

な
く
空
間
の
移
動
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
、
当
時
に

お
い
て
は
春
は
山
の
彼
方
か
ら
山
に
来
、
そ
し
て
里
に
来
る
と

認
識
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。

さ
ら
に
古
事
記
の
八
千
矛
神
（
大
国
主
神
）
の
歌
謡
に
「
青

山
に　

日
が
隠
ら
ば　

ぬ
ば
た
ま
の　

夜
は
出
で
な
む
」
と
あ

り
、「
夜
が
出
る
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
し
だ

い
に
朝
が
近
づ
い
て
く
る
さ
ま
を
、「
青
山
に　

鵺
は
鳴
き
ぬ　

さ
野
つ
鳥　

雉
は
と
よ
む　

庭
つ
鳥　

鶏
は
鳴
く
」
と
鳥
の
種

類
に
よ
っ
て
表
現
し
、
山
か
ら
野
へ
、
野
か
ら
庭
へ
と
朝
は

や
っ
て
く
る
と
い
う
捉
え
方
の
存
在
を
指
摘
し
、
当
時
は
一
日

の
時
間
の
変
化
も
場
所
の
移
動
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
と
し

た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
の
背
後
に
多
神
教
的
発
想
が
あ

る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

古
橋
の
指
摘
か
ら
は
当
時
時
間
の
変
化
が
視
覚
・
聴
覚
を
介

し
、
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
自
然
の
変
化
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
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る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。

13
船
泊
て
て
か
し
振
り
立
て
て
廬
り
せ
む
名
子
江
の
浜
辺
過
ぎ

か
て
ぬ
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
七　

一
一
九
〇

14
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
か
て
ぬ
児
を
人
妻
と
見
つ
つ
や
あ
ら
む
恋

し
き
も
の
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
〇　

二
二
九
七

「
過
ぎ
行
く
」
は
用
例
が
九
例
確
認
で
き
、
そ
の
う
ち
《
通

過
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
の
は
五
例
、《
経
過
》
の
意
味
で

使
用
さ
れ
た
の
は
四
例
で
あ
る
。「
行
く
」
は
「
過
ぐ
」
同
様

空
間
上
の
移
動
や
時
間
軸
上
の
推
移
を
表
す
用
法
が
あ
り
、
表

す
内
容
が
重
な
る
と
こ
ろ
か
ら
「
過
ぐ
」
も
「
行
く
」
の
表
す

意
味
内
容
と
連
動
し
《
通
過
》《
経
過
》
両
方
の
意
味
で
使
用

さ
れ
た
と
考
え
る
。
以
下
の
15
は
《
通
過
》
の
意
味
で
使
用
さ

れ
た
用
例
、
16
は
《
経
過
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
用
例
で
あ

る
。
両
方
と
も
単
独
用
法
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
と
類
似
し
た
内

容
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
用
例
を
見
る
限
り
「
過
ぐ
」
の
意
味
用

法
は
単
独
で
使
用
さ
れ
る
１
、２
、７
に
示
し
た
用
例
と
違
い
が

見
ら
れ
な
い
。

15
大
船
を
漕
ぎ
我
が
行
け
ば
沖
つ
波
高
く
立
ち
来
ぬ
外
の
み
に

見
つ
つ
過
ぎ
行
き
玉
の
浦
に
船
を
留
め
て
浜
辺
よ
り
浦
磯
を

見
つ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
五　

三
六
二
七

16
妻
恋
に
鹿
鳴
く
山
辺
の
秋
萩
は
露
霜
寒
み
盛
り
過
ぎ
行
く

巻
八　

一
六
〇
〇

一
方
「
過
ぐ
」
が
他
の
動
詞
に
後
接
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合

七
種
の
動
詞
が
前
接
し
て
い
る
。
表
二
に
用
例
と
意
味
用
法
ご

と
の
用
例
数
を
示
し
た
。
概
ね
「
過
ぐ
」
の
意
味
用
法
ご
と
に

前
接
動
詞
が
分
れ
、「
行
き
過
ぐ
」「
思
ひ
過
ぐ
」「
散
り
過
ぐ
」

と
い
っ
た
特
定
の
表
現
の
用
例
数
が
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
《
経
過
》
の
意
味
で
の
使
用
例
が
少
な
い
こ
と
も
指
摘
で

き
る
。

表
二　

動
詞
に
後
接
す
る
「
過
ぐ
」
の
用
例
数
（
上
代
）

消滅
6

1

1
17

1

経過

1

1

通過

1
1

1
2
3
4

思ひ過ぐ
漕ぎ過ぐ
越え過ぐ
咲き散り過ぐ
頼み過ぐ
散り過ぎゆく
散り過ぐ
鳴き過ぎ渡る
行き過ぎかつ
行き過ぎかぬ
行き過ぐ

具
体
的
な
意
味
用
法
を
見
る
た
め
使
用
例
が
多
い
「
行
き
過

ぐ
」「
思
ひ
過
ぐ
」「
散
り
過
ぐ
」
の
用
例
を
以
下
に
示
す
。

17
印
南
野
は
行
き
過
ぎ
ぬ
ら
し
天
伝
ふ
日
笠
の
浦
に
波
立
て
り

見
ゆ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
七　

一
一
七
八

と
考
え
ら
れ
る
。

10
鶉
な
す
い
這
ひ
も
と
ほ
り
侍
へ
ど
侍
ひ
得
ね
ば
春
鳥
の
さ
ま
よ

ひ
ぬ
れ
ば
嘆
き
も
い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に
思
ひ
も
い
ま
だ
尽
き
ね
ば

巻
二　

一
九
九

な
お
《
消
滅
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
例
で
最
も
多
い
の
は

人
が
亡
く
な
る
こ
と
を
表
す
例
で
あ
り
、
全
24
例
中
14
例
を
占

め
る
。
そ
の
よ
う
な
例
で
は
11
の
例
の
よ
う
に
９
例
が
［
過
ぎ

に
し
＋
人
物
］
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、
定
型
化
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
他
に
12
の
よ
う
に
「
命
」
と
い
う
対
象
が
言

語
化
さ
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
人
の
死
を
表
す
用
法
で
は
枕
詞

「
も
み
じ
葉
の
」「
行
く
川
の
」「
露
霜
の
」
が
「
過
ぐ
」
を
導

く
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
枕
詞
の
使
用
か
ら
も
《
消
滅
》

の
用
法
が
自
然
現
象
に
見
ら
れ
る
「
散
る
」「
行
く
」「
消
え
る
」

な
ど
の
具
体
的
変
化
と
関
連
付
け
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。

11
ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
に
し
君
の
形

見
と
そ
来
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一　

四
七

12
国
に
あ
ら
ば
父
取
り
見
ま
し
家
に
あ
ら
ば
母
取
り
見
ま
し
世
の

中
は
か
く
の
み
な
ら
し
犬
じ
も
の
道
に
伏
し
て
や
命
過
ぎ
な
む

巻
五　

八
八
六

以
上
見
て
き
た
よ
う
に『
万
葉
集
』の「
過
ぐ
」に
お
け
る《
通

過
》
か
ら
《
経
過
》
へ
の
意
味
拡
張
は
時
間
の
推
移
を
空
間
に

お
け
る
変
化
と
と
も
に
把
握
す
る
と
い
う
当
時
の
あ
り
方
に
起

因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
自
然
物
の
変
化
が
最
終
的
に
行

き
着
く
先
は
消
滅
で
あ
る
。《
消
滅
》
の
意
味
用
法
は
自
然
物

の
状
態
変
化
の
最
終
点
を
基
準
点
と
す
る
こ
と
で
《
通
過
》《
経

過
》
か
ら
拡
張
し
た
と
考
え
る
。

三
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
の
連
接
用
法

前
節
に
続
き
本
節
で
は
他
の
動
詞
に
連
接
す
る
「
過
ぐ
」
の

意
味
用
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。『
万
葉
集
』
に
お

い
て
「
過
ぐ
」
が
他
の
動
詞
に
前
接
し
て
形
成
さ
れ
る
動
詞
表

現
は
「
過
ぎ
か
つ
」「
過
ぎ
行
く
」
の
み
で
あ
る
。「
過
ぎ
か
つ
」

は
用
例
が
五
例
確
認
で
き
、「
過
ぐ
」
が
《
通
過
》
の
意
味
で

使
用
さ
れ
た
の
は
三
例
、《
消
滅
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
の

は
二
例
で
あ
る
。「
か
つ
」
は
他
の
動
詞
に
後
接
し
、
可
能
の

意
味
を
表
す
。
し
か
し
打
消
の
意
を
含
む
助
動
詞
と
と
も
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
全
体
の
内
容
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
表
す
。「
か
つ
」
が
そ
の
よ
う
な
文
法
的
な
意
味
内
容
を
表

す
た
め
前
接
す
る
「
過
ぐ
」
の
意
味
用
法
は
単
独
で
使
用
さ
れ

る
場
合
と
変
わ
ら
な
い
。
以
下
に
用
例
を
示
す
。
13
は《
通
過
》

の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
用
例
で
船
を
停
泊
さ
せ
よ
う
、
名
子
江

の
浜
辺
は
そ
の
ま
ま
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
詠
ん
で
い
る
。

14
は
《
消
滅
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
用
例
で
「
過
ぐ
」
は
相

手
に
対
す
る
気
持
ち
が
無
く
な
る
こ
と
を
表
し
、
相
手
を
忘
れ
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成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で『
万

葉
集
』
に
見
ら
れ
る
類
歌
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
る
。

次
に
用
例
が
一
つ
し
か
見
ら
れ
な
い
「
漕
ぎ
過
ぐ
」「
越
え

過
ぐ
」「
鳴
き
過
ぎ
渡
る
」「
頼
み
過
ぐ
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

22 

23 

24
は
「
過
ぐ
」
が
《
通
過
》
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
「
漕

ぎ
過
ぐ
」「
越
え
過
ぐ
」「
鳴
き
過
ぎ
渡
る
」
の
用
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
で
は
「
漕
ぐ
」「
越
ゆ
」「
鳴
く
」「
渡
る
」「
過

ぐ
」
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
使
用
さ
れ
る
際
と
変
わ
ら
ぬ
意
味
内

容
を
表
し
、
独
立
し
た
事
象
を
表
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

22
高
島
の
阿
渡
の
湊
を
漕
ぎ
過
ぎ
て
塩
津
菅
浦
今
か
漕
ぐ
ら
む

巻
九　

一
七
三
四

23
い
や
遠
に
国
を
来
離
れ
い
や
高
に
山
を
越
え
過
ぎ
葦
が
散
る

難
波
に
来
居
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
二
〇　

四
三
九
八

24
我
が
門
ゆ
鳴
き
過
ぎ
渡
る
ほ
と
と
ぎ
す
い
や
な
つ
か
し
く
聞

け
ど
飽
き
足
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
九　

四
一
七
六

ま
た
22
に
対
す
る
25
、
23
に
対
す
る
26
、
24
に
対
す
る
27
の

よ
う
に
「
漕
ぐ
」「
越
ゆ
」「
鳴
く
」
と
「
過
ぐ
」
と
が
直
接
連

接
せ
ず
、
同
一
歌
中
で
使
用
さ
れ
た
用
例
も
確
認
で
き
る
。

25
荒
磯
辺
に
つ
き
て
漕
が
さ
ね
杏
人
の
浜
を
過
ぐ
れ
ば
恋
し
く

あ
り
な
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
九　

一
六
八
九

26
上
る
と
た
ら
ち
し
や
母
が
手
離
れ
常
知
ら
ぬ
国
の
奥
か
を
百

重
山
越
え
て
過
ぎ
行
き
い
つ
し
か
も
都
を
見
む
と
思
ひ
つ
つ

語
ら
ひ
居
れ
ど
己
が
身
し　
　
　
　
　
　
　

巻
五　

八
八
六

27
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
過
ぎ
に
し
岡
辺
か
ら
秋
風
吹
き
ぬ
よ
し

も
あ
ら
な
く
に　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
七　

三
九
四
六

つ
ま
り
「
漕
ぐ
」「
越
ゆ
」「
鳴
く
」
と
「
過
ぐ
」
は
同
一
歌

中
で
と
も
に
使
わ
れ
得
る
語
同
士
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。「
漕

ぎ
過
ぐ
」「
越
え
過
ぐ
」「
鳴
き
過
ぎ
渡
る
」
は
用
例
が
一
つ
し

か
確
認
で
き
な
い
た
め
現
代
日
本
語
に
お
け
る
複
合
動
詞
の
よ

う
な
緊
密
に
結
び
付
い
た
、
社
会
的
に
定
着
し
た
表
現
で
は
な

く
、
動
詞
間
に
他
の
要
素
を
介
入
さ
せ
ず
直
接
連
接
さ
せ
た
た

め
に
臨
時
的
に
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
28
に
示
し
た
よ

う
に
「
鳴
く
」「
渡
る
」
も
直
接
連
接
す
る
こ
と
が
あ
り
、『
万

葉
集
』
に
お
い
て
二
五
例
使
用
が
確
認
で
き
る
。「
鳴
き
渡
る
」

は
使
用
例
が
多
い
た
め
「
鳴
き
過
ぎ
渡
る
」
は
「
鳴
き
渡
る
」

に
「
過
ぐ
」
の
意
味
内
容
を
加
え
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ

う
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

28
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
渡
り
ぬ
と
告
ぐ
れ
ど
も
我
聞
き
継
が
ず
花

は
過
ぎ
つ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
九　

四
一
九
四

最
後
に
《
経
過
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
頼
み
過
ぐ
」
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
29
に
用
例
を
示
し
た
が
、
こ
の
例
は
結
婚

に
際
し
て
相
手
の
母
親
の
言
葉
が
あ
る
の
だ
か
ら
そ
れ
を
頼
り

に
し
た
ま
ま
時
が
経
過
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
い
う

反
語
的
内
容
で
男
の
立
場
か
ら
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
動
詞
に

18
こ
の
こ
ろ
は
千
年
や
行
き
も
過
ぎ
ぬ
る
と
我
や
然
思
ふ
見
ま

く
欲
り
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
四　

六
八
六

19
白
た
へ
の
手
本
を
別
れ
に
き
び
に
し
家
ゆ
も
出
で
て
み
ど
り

子
の
泣
く
を
も
置
き
て
朝
霧
の
凡
に
な
り
つ
つ
山
背
の
相
楽

山
の
山
の
際
に
行
き
過
ぎ
ぬ
れ
ば　
　
　
　

巻
三　

四
八
一

20
明
日
香
川
川
淀
去
ら
ず
立
つ
霧
の
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら

な
く
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
三　

三
二
五

21
我
が
や
ど
の
花
橘
は
散
り
過
ぎ
て
玉
に
貫
く
べ
く
実
に
な
り

に
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
八　

一
四
八
九

17
は
《
通
過
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
行
き
過
ぐ
」
の
用

例
で
あ
る
。
旅
を
す
る
途
中
印
南
野
を
通
過
し
た
こ
と
を
詠
ん

で
い
る
。《
通
過
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
行
き
過
ぐ
」
の

用
例
は
そ
の
殆
ど
が
17
の
よ
う
に
通
り
過
ぎ
る
地
点
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
18
は
《
経
過
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
行
き

過
ぐ
」
の
用
例
で
あ
る
。
長
い
間
逢
え
ず
に
い
る
相
手
に
募
る

思
い
を
問
い
か
け
る
形
で
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
19
は
《
消
滅
》

の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
行
き
過
ぐ
」
の
用
例
で
あ
る
。
妻
の

死
ん
だ
こ
と
を
山
間
に
見
え
な
く
な
っ
た
と
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
行
き
過
ぐ
」
の
意
味
用
法
が
《
通
過
》

《
経
過
》《
消
滅
》
に
渡
っ
て
い
る
の
は
「
過
ぎ
行
く
」
同
様
「
行

く
」
に
空
間
上
の
移
動
、
時
間
軸
上
の
推
移
を
表
す
用
法
が
あ

り
、「
過
ぐ
」
と
表
す
内
容
が
重
な
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。

20
は
《
消
滅
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
思
ひ
過
ぐ
」
の
用

例
で
あ
る
。
天
武
・
持
統
両
天
皇
の
治
め
ら
れ
た
古
い
飛
鳥
の

都
を
偲
ぶ
第
三
二
四
番
歌
の
反
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
。
内
容
の

中
心
は
四
・
五
句
に
あ
り
、
古
い
飛
鳥
の
都
に
対
す
る
思
慕
の

念
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
詠
ん
で
い
る
。
21
は
同
じ
く
《
消

滅
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
散
り
過
ぐ
」
の
用
例
で
あ
る
。

家
の
庭
の
橘
の
花
が
散
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表

し
て
い
る
。

以
上
用
例
を
挙
げ
て
「
行
き
過
ぐ
」「
思
ひ
過
ぐ
」「
散
り
過

ぐ
」
の
意
味
内
容
を
見
た
。
こ
れ
ら
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
は
単

独
で
使
用
さ
れ
る
際
の
意
味
用
法
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
く
、

前
接
動
詞
と
「
過
ぐ
」
の
表
す
意
味
内
容
を
一
連
の
出
来
事
と

し
て
連
続
的
に
表
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
単

独
用
法
で
は
文
脈
内
に
含
め
、
言
語
化
し
な
か
っ
た
付
随
的
か

つ
背
景
的
な
情
報
を
前
接
動
詞
と
し
て
言
語
化
し
た
も
の
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
。

「
行
き
過
ぎ
か
つ
」「
行
き
過
ぎ
か
ぬ
」
は
「
か
つ
」「
か
ぬ
」

が
動
詞
に
後
接
し
、
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
表
す
た
め
表
す
内

容
の
中
心
は「
行
き
過
ぐ
」に
あ
る
。ま
た「
咲
き
散
り
過
ぐ
」「
散

り
過
ぎ
行
く
」
も
「
散
り
過
ぐ
」
を
含
み
、内
容
の
中
心
は
「
散

り
過
ぐ
」に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と『
万

葉
集
』
に
お
い
て
動
詞
に
「
過
ぐ
」
が
後
接
し
、
形
成
さ
れ
た

表
現
の
九
割
は
「
行
き
過
ぐ
」「
思
ひ
過
ぐ
」「
散
り
過
ぐ
」
と

そ
れ
ら
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
が
他

の
動
詞
に
後
接
す
る
場
合
「
行
く
」「
散
る
」「
思
ふ
」
と
い
う

特
定
の
動
詞
と
集
中
的
に
結
び
付
き
、
類
型
化
し
た
表
現
を
形
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す
る
。

日
本
語
は
長
き
に
わ
た
る
中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島
と
の
政
治

的
・
文
化
的
交
流
の
中
で
漢
字
・
漢
語
・
漢
文
を
受
容
し
、
文

字
言
語
を
獲
得
し
た
。
沖
森
の
指
摘
す
る
よ
う
に
そ
の
過
程
で

動
詞
を
連
接
す
る
表
現
を
受
容
し
た
蓋
然
性
は
高
く
、
藤
井

（
二
〇
一
八
）
を
は
じ
め
藤
井
の
一
連
の
論
考
で
具
体
的
に
解

明
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た
土
居
の
指
摘
か
ら
は
和
語
体
系
の
側

に
も
複
数
の
動
詞
を
連
接
す
る
表
現
を
受
容
す
る
利
点
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
今
日
の
複
合
動
詞
は
西
欧
の

言
語
に
は
見
ら
れ
ず
、
日
本
語
・
中
国
語
・
韓
国
語
と
い
う
東

ア
ジ
ア
の
言
語
に
よ
く
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
も

長
き
に
わ
た
る
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
的
交
流
と
無
関
係
で

は
な
い
。

前
述
の
通
り
上
代
語
で
は
そ
の
動
詞
間
の
結
合
は
緩
や
か
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
社
会
の
中
で
共
同
で
使
用

さ
れ
て
い
る
以
上
そ
の
場
限
り
で
生
成
さ
れ
、
消
え
て
い
く
類

の
も
の
だ
け
で
な
く
、
固
定
的
に
使
用
さ
れ
、
人
口
に
膾
炙
し

た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
れ
は
用
例
数
や
表

す
内
容
の
固
定
化
等
か
ら
も
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
軸
と
な
り
、
新
た
な
同
種
の

表
現
の
生
成
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
表
現
相
互
の
連
関

が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
連
関
を
基

に
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
今
日

の
複
合
動
詞
へ
と
つ
な
が
る
直
接
の
祖
と
見
な
し
得
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

鈴
木
（
一
九
九
〇
）
の
は
し
が
き
に
『
万
葉
集
』
に
お
け
る

類
歌
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
万
葉
集
』
の
歌
で
考
え
て
み
よ
う
。

明
日
香
川
川
淀
去
ら
ず
立
つ
霧
の
思
ひ
過
ぐ
べ
き

恋
に
あ
ら
な
く
に　
（
巻
３
・
三
二
五　

山
部
赤
人
）

石
上
布
留
の
山
な
る
杉
群
の
思
ひ
過
ぐ
べ
き
君
に

あ
ら
な
く
に　
　
　
　
（
巻
３
・
四
二
二　

丹
生
王
）

朝
に
日
に
色
づ
く
山
の
白
雲
の
思
ひ
過
ぐ
べ
き
君

に
あ
ら
な
く
に　
　
　
（
巻
４
・
六
六
八　

厚
見
王
）

万
代
に
携
り
居
て
相
見
と
も
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に

あ
ら
な
く
に　
（
巻
10
・
二
〇
二
四　

人
麻
呂
歌
集
）

右
の
四
首
は
す
べ
て
、
下
の
句
が
「
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋

（
君
）
に
あ
ら
な
く
に
」
の
語
句
で
共
通
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
相
互
に
語
句
の
類
同
し
あ
う
歌
を
、
通
常
、
類

歌
と
呼
ん
で
い
る
。『
万
葉
集
』
に
は
と
り
わ
け
、
こ
の

よ
う
な
類
歌
の
現
象
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
二
句
以
上

の
類
同
関
係
に
あ
る
類
歌
ほ
ど
に
は
積
極
的
で
な
く
て
も

「
…
…
ふ
り
さ
け
見
つ
つ
…
…
」「
…
…
そ
が
い
に
見
つ
つ

…
…
」「
…
…
せ
む
す
べ
知
ら
に
…
…
」「
…
…
恋
ひ
わ
た

る
か
も
」
な
ど
一
句
程
度
の
類
同
歌
句
が
お
び
た
だ
し
い
。

こ
れ
は
歌
人
同
士
の
単
な
る
模
倣
な
ど
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
い
わ
ば
歌
に
と
っ
て
の
一
種
の
決
ま
り
文
句
と
し
て
、

お
の
ず
と
選
び
と
ら
れ
て
い
る
歌
句
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

ま
た
鈴
木
（
一
九
九
〇
）（
一
一
頁
）
に
よ
れ
ば
「
言
葉
の

《
経
過
》
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
過
ぐ
」
が
後
接
す
る
こ
と

は
「
行
き
過
ぐ
」
を
除
き
他
に
類
例
が
な
い
。

29
た
ら
ち
ね
の
母
の
命
の
言
に
あ
ら
ば
年
の
緒
長
く
頼
み
過
ぎ

む
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
九　

一
七
七
四

30
神
奈
備
の
神
依
り
板
に
す
る
杉
の
思
ひ
も
過
ぎ
ず
恋
の
繁
き
に

巻
九　

一
七
七
三

31
泊
瀬
川
夕
渡
り
来
て
我
妹
子
が
家
の
金
門
に
近
付
き
に
け
り

巻
九　

一
七
七
五

伊
藤
博
『
萬
葉
集
注
釈
』
に
よ
れ
ば
29
の
例
は
30
に
示
し
た

第
一
七
七
三
番
歌
、
31
に
示
し
た
第
一
七
七
五
番
歌
と
三
首
一

連
で
同
席
で
の
宴
歌
と
認
め
ら
れ
、
恋
を
主
題
に
し
て
の
遊
び

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
29
に
示
し
た
歌
は
第
一
七
七
三
番
歌
の
返

歌
の
形
を
取
る
も
の
で
結
句
の
「
頼
め
過
ぎ
む
や
」
は
前
歌
の

第
四
句
「
思
ひ
も
過
ぎ
ず
」
の
意
を
転
換
し
な
が
ら
承
け
て
い

る
と
さ
れ
る
。
用
例
を
収
集
し
た
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

萬
葉
集
』
と
『
萬
葉
集
注
釈
』
と
で
は
29
の
例
を
男
の
立
場
か

ら
の
歌
と
解
す
る
か
、
女
の
立
場
か
ら
の
歌
と
解
す
る
か
、「
頼

み
過
ぐ
」
か
、「
頼
め
過
ぐ
」
か
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
し

か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
第
一
七
七
三
番
歌
の
「
思
ひ
も
過
ぎ
ず
」

を
承
け
て
「
頼
み
過
ぐ
」
が
作
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え

ら
れ
、
他
に
類
例
を
見
な
い
の
も
上
記
の
作
歌
の
背
景
に
因
る

も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

四　
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
類
歌
と
複
合
動
詞

前
節
で
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
過
ぐ
」
が
他
の
動
詞
に
連

接
す
る
場
合
「
過
ぎ
行
く
」「
行
き
過
ぐ
」「
思
ひ
過
ぐ
」「
散

り
過
ぐ
」
に
用
例
が
集
中
し
、
こ
れ
ら
が
万
葉
歌
に
お
い
て
類

型
的
な
意
味
内
容
を
表
す
表
現
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。『
万
葉

集
』
に
は
類
歌
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
数
多
く
存
在
す
る
。
最
後

に
類
歌
と
複
合
動
詞
形
成
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

な
お
「
過
ぎ
行
く
」
は
藤
井
（
二
〇
一
八
）
に
「
漢
詩
か
ら
文

学
的
な
表
現
と
し
て
意
識
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
」
と
の

指
摘
が
あ
る
た
め
除
く
。

そ
も
そ
も
複
合
動
詞
が
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
語
に
生
じ
た

の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
沖
森
（
一
九
九
〇
）
は
「
上
代
変

体
漢
文
に
見
え
る
漢
語
動
詞
の
熟
語
と
全
く
無
関
係
で
あ
る
と

は
思
わ
れ
な
い
」「
奈
良
・
平
安
時
代
の
漢
文
体
が
四
六
駢
儷

文
の
四
字
句
・
六
字
句
か
ら
な
る
対
句
を
多
用
す
る
文
体
を
基

調
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
語
の
語
調
、
複
合
語
の
構
成
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
蓋
然
性
を
想
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

ま
た
土
居
（
一
九
五
七
）
は
『
古
事
記
』
の
複
合
動
詞
に
関

し
て
「
阿
禮
が
用
い
た
と
思
わ
れ
る
複
合
動
詞
は
す
べ
て
連
續

し
た
身
體
的
動
作
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
動

詞
を
連
ね
る
と
動
作
が
眼
前
で
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
、

所
作
事
劇
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
ぜ
し
め
る
。
動
詞
が
三

重
四
重
に
な
る
と
動
作
が
い
よ
い
よ
具
象
的
に
な
る
」
と
指
摘
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文
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』
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孝
（
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）『
誤
読
さ
れ
た
万
葉
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』
新
潮
社

（
島
根
大
学
学
術
研
究
院
教
育
学
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教
授
）

類
同
す
る
類
歌
性
が
、
個
の
表
現
を
導
く
た
め
の
表
現
形
式
た

り
え
て
い
た
」。「
言
葉
と
し
て
の
集
団
を
か
か
え
こ
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
個
の
表
現
を
実
ら
せ
る
契
機
が
生

ず
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
、
集
団
か
ら
個
へ
と
転
換

せ
し
め
る
力
が
、
歌
の
構
成
力
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
な

る
」
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
試
み
に
詠
ん
だ
人
物
や
場
が
異
な
る
『
万
葉
集
』
の

歌
か
ら
鈴
木
の
挙
げ
た「
思
ひ
過
ぐ
」を
除
き
、「
行
き
過
ぐ
」「
散

り
過
ぐ
」
を
含
む
歌
に
類
同
歌
句
が
認
め
ら
れ
る
か
調
べ
て
み

る
と
類
同
す
る
表
現
が
多
く
含
ま
れ
る
以
下
の
歌
が
見
つ
か
る
。

32
妹
が
門
行
き
過
ぎ
か
ね
つ
ひ
さ
か
た
の
雨
も
降
ら
ぬ
か
そ
を

よ
し
に
せ
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
一　

二
六
八
五

33
妹
が
門
行
き
過
ぎ
か
ね
て
草
結
ぶ
風
吹
き
解
く
な
ま
た
か
へ

り
見
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
十
二　

三
〇
五
六

34
梅
の
花
今
咲
け
る
ご
と
散
り
過
ぎ
ず
我
が
家
の
園
に
あ
り
こ

せ
ぬ
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
五　

八
一
六

35
我
妹
子
に
楝
の
花
は
散
り
過
ぎ
ず
今
咲
け
る
ご
と
あ
り
こ
せ

ぬ
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
〇　

一
九
七
三

36
我
が
や
ど
の
花
橘
は
散
り
過
ぎ
て
玉
に
貫
く
べ
く
実
に
な
り

に
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
八　

一
四
八
九

37
我
が
や
ど
に
咲
き
し
秋
萩
散
り
過
ぎ
て
実
に
な
る
ま
で
に
君

に
逢
は
ぬ
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
〇　

二
二
八
六

上
記
か
ら
万
葉
歌
に
お
け
る
語
句
の
類
同
し
あ
う
歌
に
複
数

の
動
詞
を
連
接
す
る
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
具
体
的
に

確
認
で
き
る
。
鈴
木
の
示
す
類
歌
の
捉
え
方
に
基
づ
け
ば
類
歌

や
類
同
歌
句
を
構
成
す
る
も
の
は
当
時
の
歌
を
作
る
人
々
に

と
っ
て
そ
の
ま
と
ま
り
が
一
体
的
に
認
識
さ
れ
、
新
た
な
歌
を

生
み
出
す
支
え
と
成
り
得
て
い
た
。
万
葉
集
に
収
め
ら
れ
た
和

歌
以
外
に
も
そ
れ
ら
を
も
と
に
多
く
の
歌
が
作
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
か
ら
類
歌
や
類
同
歌
句
を
構
成
す
る
も
の
は
一
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
類
歌
や
類
同
歌

句
を
構
成
す
る
複
数
の
動
詞
を
連
接
す
る
表
現
も
や
は
り
そ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

沖
森
の
指
摘
す
る
漢
語
・
漢
文
体
と
の
関
わ
り
に
基
づ
い
て

形
成
さ
れ
た
複
数
の
動
詞
を
連
接
す
る
表
現
も
漢
語
・
漢
文
体

と
の
関
係
性
に
お
い
て
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
ま
と
め
上

げ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
有
力
な
複
合
動
詞
の
起
源
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
複
合
動
詞
の
起
源
お
よ
び
展
開
の
道
筋

は
幾
筋
も
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
本
論
で
検
討
し
た

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
類
歌
・
類
同
歌
句
の
存
在
も
、
複
合
動

詞
の
起
源
お
よ
び
展
開
の
解
明
に
つ
な
が
る
道
筋
の
一
つ
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
に
お
け
る
複
数
の
動
詞
を
連

ね
た
表
現
は
用
例
数
に
差
が
あ
る
。
用
例
数
の
多
寡
や
意
味
内

容
の
固
定
化
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
類
歌
や
類
同
歌
句
を
構
成
す

る
か
と
い
う
視
点
か
ら
上
代
に
お
け
る
動
詞
間
の
ま
と
ま
り
を

検
討
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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