
人
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文
化
創
成
科
学
論
叢
　
第
一
九
巻
　
二
〇
一
六
年

一
、
は
じ
め
に

　
現
存
す
る
益
田
家
旧
蔵
本
の
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
内
、
冒
頭
か
ら
四
一
番
歌
ま
で
は
、
一
条
摂

政
す
な
わ
ち
藤
原
伊
尹
の
自
撰
に
よ
る
物
語
的
な
部
分
で
、『
と
よ
か
げ
』
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、『
大
鏡
』
の
記
述
（
1
）や

鈴
木
棠
三
氏
の
論
考
（
2
）な

ど
に
よ
っ
て
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
認
め
る
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
と
よ
か
げ
』
は
、
伊
尹
が
あ
る
意
図
に
沿
う
よ
う
に
歌
を
配
列
し

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
る
四
一
首
は
、
伊
尹
の
意
図
を
体
現
す
る
要
素
を
持
つ
も

の
と
し
て
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
伊
尹
は
、
自
分
を
「
お
ほ
く
ら
の
し
じ
や
う
く
ら
は
し
の
と
よ

か
げ
」
（
3
）

と
い
う
「
く
ち
を
し
き
げ
す
」
に
仮
託
し
、
彼
を
主
人
公
に
し
て
こ
の
作
品
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
や
り
と
り
し
た
歌
を
用
い
て
虚
構
の
人
物
の
物
語
を
作
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
詠
ま
れ
た
歌
が
さ
ら
に
役
割
を
担
っ
て
活
用
さ
れ
る
と
い
う
動
き
が
見
え
る
。『
と
よ
か
げ
』
は
、

一
〇
世
紀
の
和
歌
史
を
捉
え
る
上
で
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
筆
者
は
、
当
時
の
歌
の
用

い
ら
れ
方
と
機
能
を
捉
え
る
と
い
う
観
点
か
ら
、『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
歌
に
着
目
す
る
。

『
と
よ
か
げ
』
の
四
一
首
は
、
と
よ
か
げ
と
八
人
の
女
性
と
の
贈
答
歌
で
あ
り
、
そ
の
や
り
と
り

が
女
性
毎
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
各
ま
と
ま
り
は
、
段
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
段
と
い

う
呼
称
に
つ
い
て
は
、『
伊
勢
物
語
』
な
ど
と
の
相
違
を
考
え
る
と
、
検
討
す
る
べ
き
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
筆
者
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
お
く
。
本
稿
で
は
、「
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る

人
」
と
の
話
で
あ
る
五
段
を
取
り
上
げ
、
当
該
段
に
見
え
る
伊
尹
の
意
図
と
、
こ
こ
に
配
さ
れ
る

二
一
番
歌
か
ら
二
三
番
歌
の
機
能
を
考
察
し
た
い
。
当
該
段
は
、
伊
尹
の
意
図
や
歌
の
機
能
を
考
え

る
上
で
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
箇
所
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
該
段
を
次
に
示
す
。

も
の
の
え
ん
あ
り
て
、
こ
の
お
き
な
、
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る
人
に
、
も
の
い
ひ
け
り
、

の
べ
と
い
ひ
け
る
わ
ら
は
つ
か
ひ
け
る
ひ
と
の
も
と
に
、
ひ
る
よ
り
ち
ぎ
り
け
れ
ど
、
女

は
え
し
ら
で
、
た
だ
の
べ
に
の
み
あ
ひ
て
あ
る
に

し
る
人
も
あ
ら
じ
に
か
へ
る
く
ず
の
は
の
あ
き
は
て
が
た
の
の
べ
や
し
る
ら
ん
（
二
一
）

ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
も
き
こ
え
ぬ
の
べ
に
く
る
人
も
あ
ら
じ
に
よ
さ
へ
ふ
け
に
き
（
二
二
）

　
　
ま
た
の
と
し
、
こ
の
の
べ
が
し
に
け
れ
ば

白
露
は
む
す
び
や
す
る
と
は
な
す
す
き
と
ふ
べ
き
の
べ
も
見
え
ぬ
あ
き
か
な
（
二
三
）

　
　
こ
れ
に
て
ぞ
な
く
な
り
に
け
り
と
は
し
り
け
る
、

当
該
段
は
、
女
性
と
と
よ
か
げ
の
仲
介
役
で
あ
る
童
の
べ
が
登
場
し
て
い
る
と
い
う
点
、
の
べ
に

関
連
す
る
歌
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
初
め
の
二
首
と
最
後
の
一
首
の
間
に
一
年
が

経
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
他
の
段
に
は
な
い
特
徴
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
特
徴
に
、
伊
尹
の
意
図
を

窺
え
る
だ
ろ
う
。
二
一
番
歌
と
二
二
番
歌
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
解
釈
に
揺
れ
が
あ
る
が
、

場
面
に
即
し
た
内
容
と
し
て
よ
り
適
切
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
三
番
歌

や
当
該
場
面
の
意
図
に
関
す
る
先
行
研
究
に
も
、
再
考
す
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

筆
者
は
、
当
該
段
で
は
、
童
の
べ
が
、
と
よ
か
げ
と
女
性
の
仲
介
役
と
し
て
現
実
で
は
十
分
に
働

け
て
い
な
い
一
方
で
、
歌
の
中
で
は
と
よ
か
げ
の
思
い
を
伝
え
る
表
現
を
作
り
出
し
て
仲
介
役
を
果

た
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
以
下
、
各
歌
に
つ
い
て
、
従
来
の
解
釈
を

検
討
し
な
が
ら
内
容
を
考
察
し
、
伊
尹
の
意
図
と
歌
の
機
能
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
な
お
、
右
の
引
用
部
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

そ
の
を
り
は
い
と
を
か
し
と
お
も
ひ
け
る
こ
と
ど
も
あ
り
け
れ
ど
、
こ
と
な
る
こ
と
な
き
ひ
と

の
う
へ
は
み
な
わ
す
れ
に
け
り

こ
の
記
述
を
五
段
の
後
書
き
と
す
る
見
方
が
多
い
。
一
方
で
、
五
段
に
の
み
こ
の
よ
う
な
後
書
き
が

あ
る
こ
と
を
不
審
と
し
、
こ
れ
を
冒
頭
（
4
）に
対
応
す
る
跋
文
と
見
て
、
伊
尹
が
一
端
こ
こ
で
作
品
を
終

え
よ
う
と
し
た
痕
跡
と
捉
え
る
見
方
も
あ
る
（
5
）。
筆
者
も
後
者
の
見
方
に
従
う
。

二
、
二
一
番
歌
の
解
釈

　
詞
書
よ
り
、
と
よ
か
げ
が
「
う
ち
わ
た
り
な
り
け
る
人
」
で
あ
る
女
性
に
会
う
約
束
を
し
て
い
た

『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
歌
の
機
能
の
一
考
察

―
―
童
の
べ
に
関
す
る
歌
の
再
考
―
―
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高
橋
秀
子
　『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
歌
の
機
能
の
一
考
察

も
の
の
当
の
女
性
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
と
よ
か
げ
は
彼
女
の
使
う
童
の
べ
に
だ
け
会
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
女
性
が
と
よ
か
げ
の
約
束
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
、
約
束
の
取
り
次
ぎ
が
上
手

く
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
性
の
使
う
童
の
べ
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
の
べ
の
取
り
次
ぎ
が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
だ
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
二
一
番
歌
は
、
従
来
の
解
釈
と
同
様
に
、
と
よ
か
げ
が
会
え
な
か
っ
た
女
性
に
贈
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
従
来
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
当
該
歌
は
、
と
よ
か
げ
、
女
性
、
の
べ
の
三

人
の
関
わ
り
が
語
ら
れ
た
上
で
配
さ
れ
て
い
る
歌
な
の
で
、
本
稿
で
は
、
と
よ
か
げ
が
女
性
に
贈
っ

た
も
の
と
考
え
る
筆
者
の
根
拠
を
示
し
て
お
こ
う
。

歌
に
「
し
る
人
も
あ
ら
じ
に
か
へ
る
く
ず
の
は
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
、
と
よ
か
げ
が
当
の
女
性
に

来
訪
を
知
ら
れ
ず
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
瞭
で
あ
る
。「
あ
ら
じ
」
に
は

「
嵐
」
が
掛
け
ら
れ
、「
嵐
に
か
へ
る
」
と
い
う
文
脈
に
よ
っ
て
、
と
よ
か
げ
が
相
手
に
知
ら
れ
な
い

と
い
う
つ
ら
い
目
に
遭
っ
て
帰
る
様
子
が
表
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
し
る
人
も
あ
ら
じ
に
か
へ
る
く

ず
の
は
」
は
、
と
よ
か
げ
が
来
訪
し
た
事
実
を
伝
え
る
表
現
で
も
あ
る
。
ま
た
、
知
ら
れ
ず
に
帰
る

と
い
う
こ
と
を
、
つ
ら
さ
を
訴
え
る
よ
う
に
「
嵐
に
か
へ
る
」
と
表
す
主
体
は
、
と
よ
か
げ
本
人
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
よ
か
げ
が
来
訪
の
事
実
を
伝
え
る
べ
き
相
手
で
あ
り
、
今

回
の
件
を
「
嵐
に
か
へ
る
」
と
表
し
て
伝
え
る
の
に
適
切
な
相
手
は
、
会
う
は
ず
だ
っ
た
女
性
で
あ

ろ
う
。
よ
っ
て
、
当
該
歌
を
、
と
よ
か
げ
が
女
性
に
贈
っ
た
歌
と
解
す
る
。

　
さ
て
、
当
該
歌
に
お
い
て
再
考
す
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、「
く
ず
の
は
の
あ
き
は
て
が
た
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
従
来
の
解
釈
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
に
二
つ
の
問
題
点
を
見
出
せ
る
。
問
題

点
の
一
つ
目
は
、「
く
ず
の
は
の
」
の
最
後
の
「
の
」、
す
な
わ
ち
「
く
ず
の
は
」
か
ら
「
あ
き
は
て

が
た
」
へ
続
く
「
の
」
の
用
法
及
び
訳
し
方
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
あ
き
は
て
が
た
」
の
意
味
で

あ
る
。
従
来
の
解
釈
を
挙
げ
て
み
よ
う
。『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』
（
6
）（
以
下
『
注
釈
』
と
称
す
）
は
、

当
該
歌
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

来
た
こ
と
を
知
っ
て
く
れ
る
人
も
な
い
ひ
ど
い
仕
打
ち
に
帰
え
る
私
の
怨
み
を
、
私
に
あ
き
て

し
ま
っ
た
あ
な
た
の
使
っ
て
い
る
野
辺
は
判
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

木
船
重
昭
氏
は
、『
注
釈
』
を
踏
ま
え
て
再
考
を
示
し
た
（
7
）（
木
船
氏
に
よ
る
こ
の
注
釈
を
、「
木
船
注
釈
」

と
称
す
）。
当
該
歌
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
首
の
意
は
、〝
わ
た
し
が
約
束
ど
お
り
訪
れ
て
来
た
こ
と
を
知
っ
て
く
れ
る
あ
な
た
も
い
な

い
ら
し
い
の
で
、
嵐
に
葛
の
葉
の
裏
返
る
野
辺
を
帰
る
わ
た
し
の
恨
み
を
、
秋
も
果
て
よ
う
と

す
る
こ
の
頃
の
野
辺
は
知
っ
て
い
ま
し
ょ
う
よ
〞
―
―
そ
の
裏
に
、〝
あ
な
た
は
わ
た
し
に
も

う
厭
き
果
て
て
わ
た
し
を
袖
に
な
さ
っ
た
が
、
童
女
野
辺
は
飽
き
果
て
難
く
、
名
残
り
惜
し
く

わ
た
し
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
た
よ
〞
と
い
う
皮
肉
を
込
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
8
）（

以
下
『
新
大
系
』
と
称
す
）
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

　
　 

約
束
を
し
た
人
も
不
在
で
、
つ
れ
な
い
嵐
に
翻
弄
さ
れ
る
葛
の
葉
の
よ
う
に
、
す
ご
す
ご
と
帰

る
愛
想
づ
か
し
を
さ
れ
た
私
の
こ
と
を
さ
ぞ
か
し
野
辺
は
わ
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
よ
。

　
ま
ず
、「
の
」
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
従
来
、
こ
こ
で
の
「
の
」
は
、
対
象
を
表
す
も

の
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
右
に
挙
げ
た
諸
注
釈
に
お
い
て
「
を
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
あ
き
は
て
が
た
」
へ
続
く
「
の
」
を
、
対
象
を
表
す
用
法
と
し
て
解
す
る
こ
と
に
疑
問
を
覚
え
る
。

こ
こ
で
の
「
の
」
は
、「
あ
き
は
て
が
た
」
と
い
う
名
詞
に
掛
か
っ
て
い
く
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、「
の
」
に
も
対
象
を
表
す
用
法
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
が
示
す
例
（
9
）で

知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
の
」
が
用
言
に
か
か
る
場
合
に
見
ら
れ
る
。

続
く
「
あ
き
は
て
が
た
」
の
「
あ
き
」
に
は
「
飽
き
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
適
切
で

あ
り
、
仮
に
、「
の
」
が
動
詞
「
飽
き
」
に
掛
か
っ
て
い
く
の
だ
と
し
て
も
、
景
物
の
文
脈
と
し
て
は
、

嵐
に
吹
き
返
る
葛
の
葉
の
秋
の
終
わ
り
頃
の
野
辺
が
表
さ
れ
る
。
そ
の
文
脈
に
お
い
て
、
葛
の
葉
を

対
象
と
し
て
解
す
る
と
意
味
が
通
ら
な
い
。
や
は
り
、「
の
」
を
「
を
」
と
同
義
で
解
す
る
こ
と
に

は
首
肯
し
難
い
。
ま
た
、
当
該
例
の
よ
う
に
名
詞
へ
掛
か
る
「
の
」
を
、
対
象
を
表
す
用
法
と
し
て

解
す
る
例
は
、
他
に
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
「
の
」
は
、
主
格
或
い
は
連
体
修
飾
格
の
用
法
と
し
て
解

す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
景
物
の
文
脈
は
、「
の
」
を
主
格
と
し
て
解
す
る
と
、

葛
の
葉
が
秋
の
終
わ
り
頃
に
な
っ
た
野
辺
と
い
う
意
、
連
体
修
飾
格
と
し
て
解
す
る
と
、
葛
の
葉
の

秋
の
終
わ
り
頃
の
野
辺
と
い
う
意
と
言
え
よ
う
。
ど
ち
ら
も
内
容
上
大
差
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、

「
く
ず
の
は
」
が
「
あ
き
は
て
が
た
」
に
掛
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、「
く
ず
の
は
の
あ
き
は
て
が
た
」
を
人
事
の
文
脈
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
二
つ
目
の
問
題
で
あ
る
「
あ
き
は
て
が
た
」
の
意
に
つ
い
て
考
え
た
い
。「
く

ず
の
は
」
は
詠
み
手
で
あ
る
と
よ
か
げ
を
表
す
の
で
、
こ
れ
が
「
あ
き
は
て
が
た
」
に
掛
か
っ
て
い

る
と
い
う
表
現
を
、
ど
の
よ
う
な
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　「
あ
き
は
て
が
た
」
は
、
従
来
の
解
釈
に
揺
れ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
相
手
の
女
性
が
と
よ
か
げ
を

嫌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
を
読
み
取
る
も
の
で
あ
り
、『
注
釈
』
と
『
新
大
系
』
が
こ
の
解

釈
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
木
船
注
釈
は
、「
が
た
」
に
「
難
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
解
し
、
自

分
の
こ
と
を
「
飽
き
果
て
難
く
」
思
う
の
べ
と
い
う
意
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
他
の
注
釈
と
異
な
り
、

「
飽
き
」
の
主
語
を
童
の
べ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歌
意
の
説
明
の
中
に
、「
あ
な
た
は

わ
た
し
に
も
う
厭
き
果
て
て
わ
た
し
を
袖
に
な
さ
っ
た
が
」
と
あ
る
た
め
、
女
性
が
と
よ
か
げ
を
嫌

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
た
表
現
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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い
ず
れ
の
解
釈
も
適
切
と
は
言
え
な
い
。
ま
ず
、「
飽
き
」
の
主
語
を
女
性
と
す
る
の
は
、
詞
書
に

合
わ
な
い
。
詞
書
に
あ
る
「
女
は
え
し
ら
で
」
と
は
、
女
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
と
い
う
意
で

あ
り
、
不
可
能
を
表
す
表
現
で
あ
る
。
女
性
が
と
よ
か
げ
の
来
訪
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

女
性
の
落
ち
度
で
は
な
い
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
童
の
べ
の
取
り
次
ぎ
の
不

備
が
原
因
で
女
性
が
来
訪
を
知
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
と
よ
か
げ
も
承
知
し
て
い
る
と
読

め
る
。
来
訪
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
女
性
の
故
意
で
は
な
い
こ
と
を
表
す
詞
書
が
あ
り
な
が
ら
、
歌

の
中
で
、
女
性
が
と
よ
か
げ
を
嫌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
表
す
の
は
、
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、

「
飽
き
」
の
主
語
を
の
べ
と
解
す
る
こ
と
に
も
首
肯
で
き
な
い
。
と
よ
か
げ
が
女
性
に
、
の
べ
が
と

よ
か
げ
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
伝
え
る
こ
と
に
は
、
女
性
に
贈
る
歌
と
し
て
の
意
味
を
見
出
せ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
飽
き
」
の
主
語
の
解
釈
が
揺
れ
て
い
る
の
は
、
前
に
示
し
た
よ
う
に
、「
く
ず
の

は
」
か
ら
続
く
「
の
」
の
用
法
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
言
え
る
。
こ
こ
で
再
び
、

「
の
」
の
用
法
を
踏
ま
え
て
考
え
た
い
。「
く
ず
の
は
」
は
「
あ
き
は
て
が
た
」
に
掛
か
っ
て
い
る
た
め
、

人
事
の
文
脈
で
は
、「
く
ず
の
は
」
に
表
さ
れ
る
と
よ
か
げ
自
身
が
「
あ
き
は
て
が
た
」
に
掛
か
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、「
飽
き
」
の
主
語
は
と
よ
か
げ
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
飽
き
」
の
主
語
は
と
よ
か
げ
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
「
の
べ
」
で
あ
る
。
こ
の
「
の
べ
」
は
、

景
物
の
野
辺
の
他
に
、
詞
書
に
示
さ
れ
た
童
の
名
を
表
す
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
と
よ
か
げ
が
、
自
分

が
童
の
べ
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

当
該
歌
は
会
え
な
か
っ
た
女
性
に
贈
る
歌
で
あ
る
か
ら
だ
。「
飽
き
」
の
対
象
で
あ
る
「
の
べ
」
は
、

と
よ
か
げ
と
女
性
の
二
人
の
仲
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
景
物
の
文
脈
で
あ
る
「
あ
ら
し
に
か
へ
る

あ
き
は
て
が
た
の
の
べ
」
は
、「
あ
ら
じ
」
と
「
嵐
」
の
重
な
り
が
表
す
よ
う
に
、
女
性
が
と
よ
か

げ
の
来
訪
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
で
き
ご
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
の
べ
」

の
景
色
は
、
と
よ
か
げ
と
女
性
の
間
の
で
き
ご
と
に
よ
っ
て
生
じ
得
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
の

べ
」
は
二
人
の
仲
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
童
を
表
す
「
の
べ
」
は
、
続
く
「
の
べ
や
し
る
ら
ん
」

と
い
う
表
現
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、「
あ
き
は
て
が
た
の
の
べ
」
と
は
、
と
よ
か
げ
が
二
人
の
仲
を
嫌
に
な
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
自
分
か
ら
相
手
に
対
し
て
嫌
に
な
っ
た
と
伝
え
る
こ
と
は
一
般
的
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
、「
あ
き
は
て
が
た
」
の
「
が
た
」
に
、「
方
」
と
「
難
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
木
船
注
釈
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
が
、「
飽
き
」
の

主
語
を
の
べ
と
解
し
て
い
る
点
は
筆
者
と
異
な
る
。

　
歌
に
お
い
て
、「
方
」
と
「
難
」
を
掛
け
る
例
は
、
同
時
代
ま
で
に
も
見
ら
れ
る
。
例
を
挙
げ
よ
う
。

・
　
　
　
旅
雁
秋
深
独
別
群

行
く
か
り
も
秋
す
ぎ
が
た
に
独
し
も
友
に
お
く
れ
て
な
き
わ
た
る
ら
む

 

（
『
千
里
集
』（
書
陵
部
蔵
本
）
四
九
）

右
に
は
「
秋
す
ぎ
が
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
千
里
集
全
釈
』
）
10
（

は
、「
「
す
ぎ
が
た
」
に
「
過

ぎ
難
（
し
）
」
を
か
け
る
か
」
と
注
し
、
一
首
を
「
飛
び
去
っ
て
い
く
雁
の
過
ぎ
が
た
く
（
秋
の
ゆ

く
の
を
惜
し
む
よ
う
に
）
ひ
と
り
で
仲
間
に
遅
れ
て
空
を
鳴
き
渡
っ
て
い
る
ら
し
い
」
と
訳
し
て
い

る
。
続
い
て
、「
あ
き
は
て
が
た
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
例
を
挙
げ
る
。

・
　
し
ら
つ
ゆ
の
お
く
て
の
い
ね
も
か
り
て
け
り
あ
き
は
て
が
た
に
な
り
や
し
ぬ
ら
ん

 

（
『
頼
基
集
』「
寛
平
の
御
と
き
の
屏
風
の
歌
」
四
）

・
　
　
　
き
り
ぎ
り
す

　
　
つ
ゆ
む
す
ぶ
あ
き
は
て
方
の
き
り
ぎ
り
す
く
さ
の
ね
ご
と
に
さ
む
く
こ
そ
な
け

（
『
元
真
集
』「
天
徳
三
年
九
月
十
八
日
に
か
う
し
に
、
中
宮
の
女
房
歌
合
せ
む
と
い
ふ
に
よ
め
る
」
六
四
）

・
　
　
　
も
の
い
ふ
人
に
、
こ
と
ひ
と
か
よ
ふ
と
き
き
て
い
き
た
る
に
、
を
み
な
へ
し
折
り
て
い
だ

　
　
し
た
る
に

　
　
を
み
な
へ
し
な
べ
て
く
さ
葉
に
お
く
つ
ゆ
の
あ
き
は
て
が
た
に
見
ゆ
る
こ
こ
ろ
か

 

（
『
元
真
集
』
一
三
八
）

こ
れ
ら
に
お
け
る
「
あ
き
は
て
が
た
」
の
「
が
た
」
に
、「
難
」
は
読
み
取
れ
な
い
。
し
か
し
、
当

該
歌
を
、「
難
」
を
読
み
取
ら
ず
に
解
釈
す
る
と
、
と
よ
か
げ
が
嫌
に
な
っ
て
き
た
も
の
は
女
性
と

の
仲
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
や
は
り
、
当
該
歌
の
「
が
た
」
に
は
「
難
」
を
読
み
取
る
べ

き
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
あ
き
は
て
が
た
の
の
べ
」
と
は
、
と
よ
か
げ
が
嫌
に
な
っ
て
し
ま

い
難
い
二
人
の
仲
と
い
う
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、「
の
べ
や
し
る
ら
ん
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
の
べ
が
知
る
は
ず
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
し

る
」
の
目
的
語
に
当
た
る
も
の
は
、「
し
る
人
も
あ
ら
じ
に
か
へ
る
く
ず
の
は
の
あ
き
は
て
が
た
の

の
べ
」
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
よ
か
げ
が
相
手
の
女
性
に
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
て
も
相
手
を

嫌
に
思
わ
ず
に
慕
い
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
こ
の
部
分
が
、
疑
問
の
意
の
係
助
詞
「
や
」
を
用
い
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
た
い
。
従
来
の
解
釈
で
は
、
疑
問
を
表
す
形
で
あ
る
こ
と
に
あ
ま
り
目
を
向
け
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
前
に
示
し
た
諸
注
釈
は
、
こ
の
部
分
を
推
量
の
形
で
訳
し
て
い
る
。
確
か
に
、
歌
に

お
け
る
「
Ａ
や
し
る
ら
む
」
の
用
例
を
見
る
と
、
こ
の
表
現
は
、
Ａ
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う

あ
る
程
度
の
確
信
を
伴
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
と
し
て
次
の
二
首
を
挙
げ
ら
れ
る
。

・
　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
も

　
　
き
く
の
花
長
月
ご
と
に
さ
き
く
れ
ば
ひ
さ
し
き
心
秋
や
し
る
ら
む
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（
『
後
撰
和
歌
集
』
秋
下
・
三
九
七
）

・
　
　
　
ま
た
、
ひ
と

　
　
き
み
こ
ふ
る
な
み
だ
も
そ
で
に
も
り
ぬ
れ
ば
わ
れ
よ
り
ほ
か
に
人
や
し
る
ら
む

 

（
『
中
務
集
』（
西
本
願
寺
蔵
本
）
一
六
二
）

こ
れ
ら
は
、
歌
の
中
に
、
Ａ
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
思
う
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
知
っ
て

い
る
だ
ろ
う
と
い
う
確
信
が
滲
む
。
二
一
番
歌
で
は
、
の
べ
が
知
っ
て
い
る
と
思
う
根
拠
を
読
み
取

れ
な
い
の
で
、
疑
問
の
意
を
読
み
取
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
よ
り
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、〈
私
が
来
た
こ
と
を
知
る
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
帰
る
私
が
、

嫌
に
な
っ
て
し
ま
い
難
く
思
っ
て
い
る
あ
な
た
と
の
仲
―
―
嵐
に
吹
き
返
る
葛
の
葉
が
秋
の
終
わ
り

頃
に
な
っ
て
い
る
野
辺
―
―
を
、
の
べ
は
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
〉
と
い
う
内
容
と
解
釈
す
る
。

『
注
釈
』
や
木
船
注
釈
は
、「
嵐
に
か
へ
る
く
ず
の
は
」
に
相
当
す
る
訳
に
「
怨
み
」「
恨
み
」
を
含

め
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
歌
で
は
、
既
に
述
べ
た
「
の
」
の
用
法
や
「
あ
き
は
て
が
た
の
の
べ
」

の
意
味
の
考
察
か
ら
、
と
よ
か
げ
に
「
う
ら
み
」
が
あ
っ
た
と
読
み
取
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
、
女
性
に
贈
る
当
該
歌
に
、「
の
べ
や
し
る
ら
ん
」
と
い
う
の
べ
に
関
す
る
疑
問

を
詠
み
込
ん
で
い
る
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。
詞
書
で
の
べ
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
上
で
、
そ
の
の
べ

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
歌
の
中
の
の
べ
に
は
、
詞
書
に
あ
る
彼
女
の

情
報
を
関
わ
ら
せ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
の
べ
が
女
性
と
と
よ
か
げ
の
取
り

次
ぎ
に
失
敗
し
た
こ
と
、
と
よ
か
げ
が
女
性
で
は
な
く
の
べ
に
会
っ
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
と
よ
か
げ
は
、
女
性
に
会
え
ず
に
の
べ
に
会
っ
た
が
、
当
の
女
性
へ
の
思
い
を
持
ち
続

け
て
い
る
。
歌
を
贈
っ
て
い
る
の
は
そ
の
証
で
あ
る
。
の
べ
は
、
役
割
上
、
と
よ
か
げ
が
女
性
に
会

い
に
来
た
こ
と
や
自
分
が
と
よ
か
げ
と
会
っ
た
こ
と
を
、
女
性
に
伝
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
想

定
し
た
と
よ
か
げ
は
、
の
べ
が
女
性
に
伝
え
る
時
に
、
自
分
が
女
性
を
嫌
に
思
い
難
い
こ
と
、
つ
ら

い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
て
も
慕
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
、
伝
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
の
べ
は
、
今
回
の
よ
う
に
取
り
次
ぎ
に
不
備
が
あ
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
と
よ
か
げ
は
、
自
分
の
思
い
が
上
手
く
伝
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
自
分
の
気
持
ち
を
の
べ
が
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
と
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
気
持
ち
が
確
実
に
伝
わ
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
仕
組
み
な

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
童
の
べ
に
関
す
る
で
き
ご
と
を
利
用
し
て
詠
む
こ
と
は
、
女
性
へ
の

誠
意
を
伝
え
る
上
で
効
果
的
に
働
い
て
い
る
と
言
え
る
。「
の
べ
や
し
る
ら
ん
」
と
い
う
表
現
に
は
、

の
べ
を
仲
介
役
と
し
て
位
置
づ
け
る
意
識
が
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
女
性
へ
の
思
い
が
の
べ

へ
の
思
い
を
上
回
る
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
得
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
当
該
歌
は
、
と
よ
か
げ
が
、
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
て
も
女
性
を
慕

い
続
け
る
と
い
う
強
い
思
慕
を
率
直
に
伝
え
る
歌
で
あ
り
、
童
の
べ
に
関
わ
る
で
き
ご
と
を
踏
ま
え

る
こ
と
は
、
女
性
へ
の
誠
意
を
明
確
に
表
し
得
る
表
現
と
な
り
得
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
従
来
の
解
釈
で
は
、
と
よ
か
げ
が
の
べ
と
会
っ
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
会
っ
て
く
れ

な
か
っ
た
女
性
に
皮
肉
を
述
べ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
く
ず
の
は
の
あ
き
は
て

が
た
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、
詞
書
の
表
現
に
即
し
な
が
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
よ
か

げ
が
女
性
に
率
直
に
思
慕
を
伝
え
る
歌
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
二
二
番
歌
の
解
釈

　
二
二
番
歌
は
、
現
存
本
で
は
二
一
番
歌
か
ら
連
続
し
て
お
り
、
間
に
詞
書
な
ど
が
な
い
。
従
来
の

解
釈
の
殆
ど
は
、
当
該
歌
も
二
一
番
歌
と
共
に
、
と
よ
か
げ
が
会
え
な
か
っ
た
女
性
に
贈
っ
た
も

の
と
解
し
て
い
る
。『
と
よ
か
げ
』
の
他
の
段
に
は
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
歌
が
連
続
し
て
い
る
と

こ
ろ
や
、
同
時
に
複
数
の
歌
を
贈
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
な
い
た
め
、
現
存
本
の
上
で
は
当
該

歌
は
異
質
で
あ
る
。
木
船
注
釈
は
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、「
の
べ
」「
人
も
あ
ら
じ
」
が
「
21
番
歌
に

対
応
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、「
21
番
の
贈
歌
に
対
す
る
女
の
返
歌
」
と
解
し
て
お
り
、「
「
か
へ
し
」

が
脱
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
表
現
か
ら
、
と

よ
か
げ
が
女
性
に
誠
意
を
伝
え
る
べ
く
贈
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
十
分
に
解

せ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
従
来
の
解
釈
を
検
討
し
な
が
ら
、
私
見
を
述
べ
た
い
。

　『
注
釈
』
は
当
該
歌
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

待
つ
人
も
い
な
い
所
に
や
っ
て
く
る
人
も
あ
る
ま
い
に
、
私
は
や
っ
て
き
た
の
だ
が
、
嵐
が
吹

い
て
、
相
手
は
つ
れ
な
く
、
そ
の
上
、
夜
も
ふ
け
て
き
た
。

右
で
は
「
の
べ
」
に
童
が
読
み
取
ら
れ
て
い
な
い
。
と
よ
か
げ
詠
で
あ
る
な
ら
、
詞
書
に
示
さ
れ
て

い
る
童
の
名
「
の
べ
」
を
適
応
さ
せ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、「
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
も
き
こ

え
ぬ
の
べ
」
は
、
童
の
べ
に
つ
い
て
表
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
表
現
は
、
松
虫
の
声
が
聞
こ
え

て
こ
な
い
野
辺
の
景
を
表
す
と
同
時
に
、
童
の
べ
が
と
よ
か
げ
と
会
う
こ
と
を
待
っ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
も
き
こ
え
ぬ
の
べ
に
く
る
人
も
あ
ら
じ
」

に
は
、
松
虫
の
声
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
野
辺
に
来
る
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
と
共
に
、
自
分

を
待
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
べ
に
会
い
に
来
る
は
ず
も
な
か
っ
た
と
い
う
意
を
表
す
と
考
え
ら

れ
る
。『
新
大
系
』
は
当
該
歌
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

（
松
虫
の
声
で
も
聞
え
る
野
辺
な
ら
と
も
か
く
）
松
虫
の
聞
え
ぬ
、
秋
は
て
が
た
の
野
辺
に
、
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今
さ
ら
あ
の
人
が
や
っ
て
来
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
そ
の
上
、
夜
も
ふ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。

「
の
べ
に
く
る
人
」
を
女
性
と
解
し
て
い
る
が
、
女
性
が
会
い
に
来
る
と
い
う
こ
と
は
当
時
に
お
い

て
考
え
に
く
い
。「
の
べ
に
く
る
人
」
は
男
性
で
あ
り
、
当
該
歌
で
は
と
よ
か
げ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　「
く
る
」
と
い
う
表
現
は
、
訪
ね
る
と
よ
か
げ
よ
り
も
、
童
の
べ
本
人
或
い
は
女
性
の
表
現
と
考

え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
り
、
一
見
、
当
該
歌
は
の
べ
或
い
は
女
性
の
歌
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、「
人
も
あ
ら
じ
に
よ
さ
へ
ふ
け
に
き
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
と
よ
か
げ
詠
と

解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
あ
ら
じ
」

に
掛
け
ら
れ
た
「
嵐
」、「
さ
へ
」、「
き
」
で
あ
ろ
う
。
二
一
番
歌
で
も
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
と
よ

か
げ
は
、
来
訪
を
相
手
に
知
ら
れ
ず
に
帰
る
と
い
う
つ
ら
い
思
い
を
し
て
お
り
、
こ
の
経
験
を
「
嵐
」

と
表
し
得
る
。「
さ
へ
」
は
、「
ま
で
も
」
と
い
う
添
加
の
意
を
表
す
語
で
あ
る
。
当
該
歌
で
は
、
夜

ま
で
更
け
て
し
ま
っ
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
さ
へ
」
は
、「
嵐
」
に
表
さ
れ
る
経
験

に
対
す
る
添
加
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
女
性
に
会
え
な
い
上
に
そ
の
ま
ま
夜
ま
で
更
け
て
会
え

な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
歌
の
最
後

の
「
き
」
は
、
自
分
が
直
接
的
に
経
験
し
た
過
去
を
述
べ
る
時
に
用
い
る
語
で
あ
る
。「
あ
ら
し
に

よ
さ
へ
ふ
け
」
の
部
分
を
見
て
も
、
こ
れ
を
自
分
の
経
験
と
し
て
語
れ
る
の
は
と
よ
か
げ
で
あ
る
と

言
え
る
。
当
該
歌
を
女
性
の
返
歌
と
解
す
る
木
船
注
釈
は
、
一
首
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

松
虫
の
声
も
聞
こ
え
ぬ
野
辺
に
来
る
人
も
あ
り
ま
す
ま
い
に
。
あ
な
た
が
お
い
で
に
な
っ
た
の

は
待
つ
童
女
の
野
辺
に
逢
う
た
め
で
、
嵐
が
吹
い
た
上
に
夜
ま
で
更
け
た
よ
う
に
、
あ
な
た
は

童
女
野
辺
に
逢
っ
た
上
に
、
し
っ
ぽ
り
夜
更
か
し
ま
で
な
さ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね

こ
の
訳
で
は
、「
よ
さ
へ
ふ
け
に
き
」
と
い
う
と
よ
か
げ
の
経
験
を
女
性
が
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
女
性
が
と
よ
か
げ
の
立
場
に
な
っ
て
「
き
」
を
用
い
て
詠
む
と
考
え
る
こ
と
に
は
無

理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
右
の
訳
で
は
、「
嵐
」
が
用
い
ら
れ
る
必
然
性
が
見
え
な
い
。

　
以
上
よ
り
、
当
該
歌
は
と
よ
か
げ
が
女
性
に
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う

に
思
う
。
内
容
は
、〈
松
虫
の
声
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
野
辺
に
来
る
人
も
あ
る
ま
い
―
―
自
分
を
待
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
べ
に
会
い
に
来
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
あ
な
た
が
私
の
来
訪
を

知
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
つ
ら
い
思
い
を
し
た
上
に
そ
の
ま
ま
夜
ま
で
更
け
て
し
ま
っ
た
〉
と
い
う

も
の
と
考
え
る
。
と
よ
か
げ
は
の
べ
と
だ
け
会
っ
た
が
、
そ
れ
が
予
定
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
女
性
に

伝
え
、「
あ
ら
し
に
よ
さ
へ
ふ
け
に
き
」
に
女
性
へ
の
恨
み
言
を
表
し
て
、
あ
く
ま
で
も
女
性
を
思
っ

て
い
る
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
歌
も
、
の
べ
に
会
っ
た
こ
と
を
詠
み

込
み
、
そ
れ
を
予
定
外
の
こ
と
と
し
て
表
す
こ
と
で
、
二
一
番
歌
と
同
様
に
、
女
性
へ
の
誠
意
を
訴

え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
一
方
で
、
と
よ
か
げ
が
二
首
に
わ
た
っ
て
「
人
も
あ
ら
じ
に
」「
の
べ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て

い
る
理
由
が
掴
め
な
い
。
仮
に
当
該
歌
の
ほ
う
は
の
べ
に
贈
っ
た
歌
だ
と
し
て
も
、
意
味
が
通
ら
な

い
。
そ
の
点
で
は
、
女
性
の
返
歌
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
女
性
の
歌
だ
と
す
る

と
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
あ
ら
し
に
よ
さ
へ
ふ
け
に
き
」
の
意
が
通
ら
な
い
。
さ
ら
に
、「
の
べ
」

に
童
の
名
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
女
性
が
「
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
も
き
こ
え
ぬ
の
べ
」
と
詠

む
意
味
も
不
明
で
あ
る
。
や
は
り
、
女
性
の
返
歌
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
う
。

四
、
二
三
番
歌
の
解
釈
と
当
該
段
の
三
首
の
意
図

　
二
三
番
歌
は
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
次
の
よ
う
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

・
　
　
　
内
わ
た
り
の
ざ
う
し
に
、
の
べ
と
い
ふ
わ
ら
は
に
つ
た
へ
て
、
ふ
み
な
ど
つ
か
は
し
け
る

　
　
に
、
の
べ
身
ま
か
り
に
け
る
秋
よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
　
　
謙
徳
公

　
　
し
ら
つ
ゆ
は
む
す
び
や
す
る
と
は
な
す
す
き
と
ふ
べ
き
の
べ
も
見
え
ぬ
秋
か
な

 

（
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
雑
歌
三
・
一
二
二
九
）

右
は
伊
尹
詠
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
現
存
本
の
『
と
よ
か
げ
』
で
は
、
二
三
番
歌
の
後
に
「
こ

れ
に
て
ぞ
な
く
な
り
に
け
り
と
は
し
り
け
る
」
と
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
来
、
二
三
番
歌
は
女

性
か
ら
と
よ
か
げ
に
贈
ら
れ
た
歌
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
来
は
伊
尹
詠
で
、『
と

よ
か
げ
』
で
女
性
詠
と
な
っ
て
い
る
の
は
虚
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。

当
該
歌
に
お
い
て
も
、「
の
べ
」
に
は
童
の
名
が
掛
け
ら
れ
て
い
よ
う
。「
白
露
は
む
す
び
や
す
る
」

は
、
従
来
、
の
べ
が
共
寝
を
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
意
と
解
さ
れ
、「
白
露
は
む
す
び
や
す

る
と
は
な
す
す
き
と
ふ
べ
き
の
べ
」
は
、
共
寝
を
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
と
よ
か
げ
が
の
べ
を
訪

ね
る
こ
と
を
表
す
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
白
露
は
む
す
び
や
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の

は
「
は
な
す
す
き
」
で
あ
っ
て
「
の
べ
」
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、「
は
な
す
す
き
」
と
「
の
べ
」

は
別
物
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
白
露
は
む
す
び
や
す
る
と
は
な
す

す
き
と
ふ
べ
き
の
べ
」
に
お
け
る
景
物
の
文
脈
は
、
白
露
が
置
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
花
薄
を
見
る

た
め
に
訪
ね
る
野
辺
と
い
う
意
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
野
辺
を
訪
ね
る
本
来
の
目
的
は
花
薄
を
見
る
こ

と
で
あ
り
、
野
辺
を
訪
ね
る
こ
と
自
体
が
本
来
の
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本

来
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
野
辺
を
訪
ね
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
人
事
の
文
脈
に
置
き
換
え
て
み
よ
う
。「
と
ふ
」
の
主
語
、
す
な
わ
ち
、
の
べ
を
訪
ね
る

の
は
、
や
は
り
と
よ
か
げ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
す
る
と
、
と
よ
か
げ
が
本
来
の
目
的
を
達

成
す
る
手
段
と
し
て
、
童
の
べ
を
訪
ね
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
よ
か
げ
が
の
べ
を
訪
ね
る
こ
と

１－５
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　『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
歌
の
機
能
の
一
考
察

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
目
的
と
は
、
女
性
に
会
う
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
当
該
歌
の

「
は
な
す
す
き
」
に
は
女
性
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、「
白
露
は
む
す
び
や
す
る
」
と
は
、
の
べ
に
関
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
女
性
が
と
よ
か
げ
に
会
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
意
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
当
該
歌
は
女
性
詠
と
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
白
露
は
む
す
び
や
す
る
」
が
、
女
性
が
会
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
意
だ
と
す
る
と
、

女
性
が
と
よ
か
げ
の
立
場
に
な
っ
て
、
女
性
が
会
う
だ
ろ
う
か
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
歌
を
女
性
が
贈
る
の
は
、
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
の
表
現
は
、
女
性
詠
と
は
考
え
に
く

い
も
の
と
言
え
る
。

『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
当
該
歌
も
、
や
は
り
、
と
よ
か
げ
詠
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
当
該
歌
の
内
容
は
、〈
白
露
が
置
い
た
だ
ろ
う
か
と
花
薄

を
見
に
訪
ね
る
野
辺
―
―
あ
な
た
が
会
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
私
が
訪
ね
る
は
ず
の
の
べ
の
姿
が

見
え
な
い
秋
で
あ
る
こ
と
だ
〉
と
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
よ
か
げ
は
の
べ
の
死
を
知
ら
ず
に

お
り
、
仲
介
役
の
の
べ
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
女
性
と
の
や
り
と
り
が
円
滑
に
進
ま
な
く
な

る
不
安
を
、
当
該
歌
に
よ
っ
て
女
性
に
伝
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
当

該
歌
に
続
い
て
「
こ
れ
に
て
ぞ
な
く
な
り
に
け
り
と
は
し
り
け
る
」
と
あ
る
が
、
当
該
歌
が
と
よ
か

げ
詠
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
れ
は
左
注
と
し
て
意
味
が
通
ら
な
い
。
当
該
歌
の
後
に
は
、
の
べ
の
死
を

伝
え
る
女
性
の
返
歌
が
脱
落
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
お
け
る
当
該
歌
す
な
わ
ち
一
二
二
九
番
歌
は
、
ど
の
よ
う
に
解
さ

れ
て
い
る
の
か
。『
和
歌
文
学
大
系
』
）
12
（

は
、
歌
の
訳
や
内
容
は
示
し
て
い
な
い
が
、「
花
薄
」
に
つ
い

て
「
相
手
の
女
性
を
寓
意
」
と
注
し
て
お
り
、
こ
の
解
釈
は
筆
者
と
同
じ
で
あ
る
。『
と
よ
か
げ
』

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
家
集
」
で
「
相
手
の
女
の
歌
」
と
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
に
留
ま
っ

て
い
る
。『
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
』
）
13
（

は
、「
白
露
は
結
ん
だ
か
と
、
花
薄
よ
、（
そ
れ
を
）
訪
う
は
ず
の

野
辺
も
―
問
う
は
ず
の
の
べ
も
見
え
な
い
秋
で
あ
る
こ
と
よ
」
と
訳
し
、「
秋
の
野
の
景
に
寄
せ
て

の
措
辞
と
見
て
、
少
な
く
と
も
『
新
勅
撰
集
』
中
の
歌
と
し
て
は
、
特
定
の
含
意
を
読
み
取
る
必
要

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
と
よ
か
げ
』
で
「
相
手
の
女
の
詠
ん
だ
歌

と
解
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
新
勅
撰
集
』
に
お
い
て
伊
尹
の
歌
と
し
た
こ
と
は
、
定
家
の
意
図
的
な
改
変
に
よ
る
も
の
な

の
か
、
あ
る
い
は
定
家
の
依
拠
し
た
本
に
そ
の
よ
う
に
あ
っ
た
も
の
な
の
か
、
俄
に
は
断
じ
が

た
い
。

一
二
二
九
番
歌
の
内
容
は
、『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
筆
者
の
解
釈
と
ほ
ぼ
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。

『
と
よ
か
げ
』
と
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
と
の
間
に
詠
み
手
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
は
、

必
ず
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
女
性
の
返
歌
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、『
新

勅
撰
和
歌
集
』
の
撰
者
で
あ
る
藤
原
定
家
は
、
そ
の
返
歌
の
載
る
伝
本
か
ら
当
該
歌
を
採
録
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
或
い
は
、
定
家
の
見
た
伝
本
が
、
現
存
本
と
同
じ
書
か
れ
方
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

定
家
が
二
三
番
歌
を
と
よ
か
げ
詠
と
解
し
た
上
で
、
伊
尹
詠
と
し
て
採
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
で
あ
っ
た
場
合
、
定
家
の
当
該
歌
に
対
す
る
解
釈
は
、
筆
者
の
解
釈
に
近
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　
当
該
歌
は
、
詞
書
に
「
ま
た
の
と
し
」
と
あ
り
、
前
の
二
首
か
ら
一
年
経
っ
た
時
の
歌
と
し
て
あ

る
。
前
の
二
首
は
、
と
よ
か
げ
が
会
え
な
か
っ
た
女
性
に
自
分
の
誠
意
を
伝
え
よ
う
と
す
る
歌
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
女
性
の
反
応
や
女
性
と
の
や
り
と
り
な
ど
が
全
く
示
さ
れ
な
い
ま

ま
、
一
年
後
へ
移
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
の
べ
の
死
に
関
す
る
歌
が
配
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、

当
該
段
の
三
首
は
、
の
べ
を
関
わ
ら
せ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
当
該
段
の
三
首
に
込
め
ら
れ
た
意
図
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
は
、
童
の
べ
が
、
詞
書
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
取
り
次
ぎ
に
不
備
が
あ
っ
た
り
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
り
と
、
実
際
に
は
仲
介
役
と
し
て
十
分
に
働
い
て
い
な
い
一
方
で
、
と
よ
か
げ
が
女
性
と
や

り
と
り
す
る
歌
の
中
で
は
、
と
よ
か
げ
の
思
慕
を
表
す
表
現
の
素
材
と
し
て
仲
介
役
を
果
た
す
と
い

う
、
現
実
と
歌
の
中
で
の
違
い
を
見
せ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
一
番
歌
で
は
、「
の

べ
や
し
る
ら
ん
」
と
詠
み
、
の
べ
を
女
性
と
の
仲
介
役
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
女
性
へ
の
思

い
を
率
直
に
伝
え
て
い
る
。
二
二
番
歌
で
は
、「
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
も
き
こ
え
ぬ
の
べ
に
く
る
人
も

あ
ら
じ
」
と
詠
み
、
の
べ
に
会
っ
た
こ
と
を
予
定
外
の
こ
と
と
し
て
表
す
こ
と
で
、
女
性
へ
の
思
慕

を
伝
え
て
い
る
。
二
三
番
歌
は
、
ひ
と
ま
ず
と
よ
か
げ
詠
と
考
え
て
お
く
が
、「
白
露
は
む
す
び
や

す
る
と
は
な
す
す
き
と
ふ
べ
き
の
べ
」
と
詠
み
、
そ
の
の
べ
の
姿
が
見
え
な
い
と
訴
え
る
こ
と
で
、

女
性
と
の
や
り
と
り
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
思
い
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

歌
の
中
で
の
べ
は
景
物
の
「
野
辺
」
と
し
て
も
文
脈
を
作
り
出
し
、
そ
の
文
脈
は
、
と
よ
か
げ
の
女

性
へ
の
思
慕
を
表
す
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
童
の
べ
が
「
の
べ
」
と
い
う
名
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
可
能
に
な
る
表
現
で
あ
る
。
当
該
段
の
三
首
で
は
、
特
定
の
語
の
、
歌
の
中
で
同
音
の
語
を

重
ね
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
発
揮
し
得
る
と
い
う
性
質
が
、
活
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

当
該
段
で
は
、
と
よ
か
げ
と
女
性
の
恋
の
展
開
へ
の
関
心
の
た
め
で
は
な
く
、
現
実
と
歌
に
お
け

る
の
べ
の
仲
介
の
機
能
の
違
い
に
目
を
向
け
る
た
め
に
歌
を
配
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
堤
和
博

氏
）
14
（

は
、
当
該
段
に
つ
い
て
、「
眼
目
は
と
よ
か
げ
・「
の
べ
」・「
女
」
の
三
人
の
絡
み
」
だ
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、
二
三
番
歌
を
女
性
詠
と
解
し
た
上
で
、
当
該
歌
は
女
性
に
役
割
を
与
え
る
た
め
の

虚
構
で
あ
る
と
し
、「
「
の
べ
」
を
喪
っ
た
悲
し
み
と
、
こ
れ
か
ら
と
よ
か
げ
は
自
分
だ
け
に
愛
情
を

注
い
で
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
感
が
微
妙
に
絡
み
合
っ
た
「
女
」
の
心
境
を
詠
ん
だ
歌
と
見

１－６



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
　
第
一
九
巻
　
二
〇
一
六
年

て
取
れ
、
三
人
の
関
係
の
絡
み
が
出
て
く
る
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
女
性
詠
で
あ
る
場
合
、
女
性

の
「
期
待
感
」
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
当
該
歌
が
前
の
二
首
か
ら
時
を
経
て
も
「
の

べ
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
、「
の
べ
」
が
詠
み
込
ま
れ
続
け
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
意
図
を
見
出
す
べ
き
だ
と
思
う
。
当
該
歌
に
女
性
の
気
持
ち
を
表
す
こ
と
は
第
一
の
意
図
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五
、
終
わ
り
に

以
上
、『
と
よ
か
げ
』
の
五
段
に
お
け
る
二
一
番
歌
か
ら
二
三
番
歌
、
す
な
わ
ち
童
の
べ
に
関
す

る
歌
の
内
容
と
意
図
に
つ
い
て
、
表
現
に
着
目
し
、
詞
書
に
即
し
た
解
釈
を
試
み
て
、
再
考
を
行
っ

た
。
本
稿
の
考
察
で
見
え
た
こ
と
は
、
の
べ
が
現
実
で
は
果
た
し
得
な
か
っ
た
役
割
を
歌
の
表
現
の

中
で
果
た
し
て
い
る
と
い
う
、
現
実
と
歌
の
表
現
の
中
で
の
違
い
を
示
す
こ
と
が
、
当
該
段
の
意
図

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
定
の
語
が
歌
の
中
で
同
音
の
語
を
重
ね
ら

れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
三
首
に
お
い
て
、「
の

べ
」
と
い
う
語
は
、「
野
辺
」
と
し
て
意
味
を
持
つ
こ
と
で
景
物
の
文
脈
を
作
り
出
し
、
と
よ
か
げ

の
女
性
へ
の
思
い
を
表
す
表
現
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
童
の
べ
は
、
歌
に
お
い
て
と

よ
か
げ
と
女
性
の
仲
介
役
を
果
た
し
て
い
る
。
詞
書
で
は
、
取
り
次
ぎ
に
不
備
が
あ
っ
た
こ
と
や
亡

く
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
切
れ
て
い
な
い
こ
と
が
表
さ
れ
る
一
方
、
歌
の
中

で
は
、
と
よ
か
げ
の
思
い
を
表
す
表
現
の
要
素
と
な
り
、
仲
介
役
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三

首
は
、
の
べ
の
仲
介
役
と
し
て
の
働
き
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
首
は
、
現

実
で
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
表
現
の
中
で
可
能
に
す
る
と
い
う
歌
の
表
現
の
可
能
性
を
、
示
す
機
能

を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
、
心
情
表
現
に
留
ま
ら
な
い
、
歌
の
表
現
の
可
能
性
を
示

し
て
い
く
こ
と
が
、『
と
よ
か
げ
』
創
作
の
意
図
の
一
つ
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
曽
根
誠
一
氏
）
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は
、
当
該
段
に
つ
い
て
、「
こ
の
（
筆
者
注
…
と
よ
か
げ
と
の
べ
の
）
交
情
自
体
が

元
来
内
包
し
て
い
る
常
識
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
こ
と
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ

が
好
色
者
豊
蔭
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
」
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
三
番

歌
に
続
く
「
こ
れ
に
て
ぞ
な
く
な
り
に
け
り
と
は
し
り
け
る
」
に
つ
い
て
、
の
べ
と
の
交
情
の
「
終

止
符
」
と
し
て
の
役
割
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
よ
か
げ
を
好
色
者
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
該
段
で
は
、
歌
に
「
の
べ
」
が
詠
ま
れ
続
け
て
い
る
こ
と
や
そ
の

表
現
、
各
歌
の
配
さ
れ
方
が
、
伊
尹
の
意
図
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。『
と
よ
か
げ
』

の
各
段
の
歌
は
、
と
よ
か
げ
と
女
性
と
の
や
り
と
り
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
段
を
分
析
す

る
と
、
必
ず
し
も
女
性
と
の
恋
の
展
開
を
示
す
こ
と
が
意
図
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
伊
尹
は
、
自
分
を
「
く
ち
を
し
き
げ
す
」
の
と
よ
か
げ
に
仮
託
し
て
こ
の
作
品
を
作
っ

た
が
、
そ
の
仮
託
の
意
図
や
効
果
は
、
本
稿
の
考
察
で
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
二
一
番
歌

で
は
、
相
手
の
女
性
に
来
訪
を
知
ら
れ
な
い
と
い
う
つ
ら
い
思
い
を
し
て
も
、
相
手
へ
の
思
慕
を
率

直
に
訴
え
て
お
り
、
こ
れ
は
、
と
よ
か
げ
の
人
物
像
と
関
わ
り
そ
う
で
あ
る
。
率
直
で
一
途
な
思
い

の
伝
達
は
、
他
の
段
に
も
見
ら
れ
る
。
と
よ
か
げ
と
い
う
人
物
へ
の
仮
託
と
歌
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、
他
の
段
の
歌
の
考
察
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

注

（
１
）　『
大
鏡
』
地
・
太
政
大
臣
伊
尹
の
条
に
、「
こ
の
お
と
ど
は
、
一
条
摂
政
と
申
し
き
。
こ
れ
、
九
条
殿
の
一
男
に

お
は
し
ま
す
。
い
み
じ
き
御
集
つ
く
り
て
、
豊
景
と
名
の
ら
せ
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
。
上
記
の
引
用
は
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
　
大
鏡
』（
橘
健
二
氏
・
加
藤
静
子
氏
（
校
注
・
訳
）、
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
２
）　
鈴
木
棠
三
氏
「
一
條
摂
政
御
集
の
研
究
」（
『
文
学
』
第
三
巻
第
六
号
、
一
九
三
五
年
六
月
）。

（
３
）　『
と
よ
か
げ
』
の
引
用
及
び
歌
集
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
歌
の
後
の
（
）
内
の
漢

数
字
は
、
歌
番
号
を
示
す
。

（
４
）　
冒
頭
は
「
お
ほ
く
ら
の
し
じ
や
う
く
ら
は
し
の
と
よ
か
げ
、
く
ち
を
し
き
げ
す
な
れ
ど
、
わ
か
か
り
け
る
と
き
、

女
の
も
と
に
い
ひ
や
り
け
る
こ
と
ど
も
を
か
き
あ
つ
め
た
る
な
り
、
お
ほ
や
け
ご
と
さ
わ
が
し
う
て
、
を
か
し

と
お
も
ひ
け
る
こ
と
ど
も
あ
り
け
れ
ど
、
わ
す
れ
な
ど
し
て
の
ち
に
み
れ
ば
、
こ
と
に
も
あ
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
」。

（
５
）　
内
田
強
氏
「
「
一
条
摂
政
御
集
」
前
半
部
の
物
語
性
」（
『
平
安
朝
文
学
探
求
』
昭
和
五
四
年
度
、
一
九
八
〇
年
）、

堤
和
博
氏
「
「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
特
質
」（
堤
和
博
氏
『
研
究
叢
書
369
　
歌
語
り
・
歌
物
語
隆
盛
の
頃
―
―
伊
尹
・

本
院
侍
従
・
道
綱
母
達
の
人
生
と
そ
の
時
代
―
―
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
第
一
部
Ⅰ
第
三
章
第

一
節
）。

（
６
）　
平
安
文
学
輪
読
会
『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』（
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
一
一
月
）。

（
７
）　
木
船
重
昭
氏
「
『
一
条
摂
政
御
集
』
解
釈
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」（
『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
通
巻
第
三
九
号
、

一
九
八
一
年
一
一
月
）。

（
８
）　
犬
養
廉
氏
（
校
注
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
平
安
私
家
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）。

（
９
）　『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
は
、「
の
」
が
対
象
を
表
す
用
法
の
例
と
し
て
、「
め
づ
ら
し
き
さ
ま
の
し
た
れ
ば
、
さ

す
が
に
う
ち
見
や
ら
れ
給
ふ
」（
『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
）、「
ま
こ
と
に
い
と
あ
や
し
き
御
心
の
、
げ
に
い
か
で

な
ら
は
せ
給
ひ
け
む
」（
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
上
記
の
引
用
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
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高
橋
秀
子
　『
と
よ
か
げ
』
に
お
け
る
歌
の
機
能
の
一
考
察

系
　
源
氏
物
語
』（
柳
井
滋
氏
・
他
（
校
注
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
一
月
か
ら
一
九
九
七
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
10
）　
平
野
由
紀
子
氏
・
千
里
集
輪
読
会
『
私
家
集
全
釈
叢
書
36
　
千
里
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）。

（
11
）　『
新
勅
撰
和
歌
集
』
が
、
現
存
の
益
田
家
旧
蔵
本
以
外
の
『
伊
尹
集
』
を
選
歌
材
料
に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

注
（
５
）
に
挙
げ
た
堤
氏
の
著
書
で
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）　
中
川
博
夫
氏
『
和
歌
文
学
大
系
　
６
　
新
勅
撰
和
歌
集
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
五
年
六
月
）。

（
13
）　
神
作
光
一
氏
・
長
谷
川
哲
夫
氏
『
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
七
　〔
巻
第
十
八
〜
巻
第
二
十
〕
』（
風
間
書
房
、

二
〇
〇
七
年
五
月
）。

（
14
）　
注
（
５
）
に
挙
げ
た
論
考
に
同
じ
。

（
15
）　
曽
根
誠
一
氏
「
『
と
よ
か
げ
』
の
方
法
（
続
）
―
―
Ⅴ
段
か
ら
Ⅷ
段
の
検
討
―
―
」（
『
平
安
文
学
研
究
』
第

七
九
・
八
〇
輯
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
）。
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A study of the function of the waka poems in “Toyokage”:
Reconsideration about the waka poems which relate the girl servant Nobe

TAKAHASHI Hideko

Abstract

“Toyokage” is a collection of waka poems, which was compiled by Fujiwara-no-Koremasa so as to 

make it seem like a story. I think Koremasa’s purpose of making it up is embodied in the waka poems and 

the distribution of them in “Toyokage”. In this paper I view the function of the waka poems by reading 

the three poems from No. 21 to No. 23 which relate the girl servant Nobe, who served under a Female.

These three poems are written in the fifth story of “Toyokage”. I think this story is intended to show 

the difference of Nobe’s work. On one hand Nobe does not seem to work well because she failed 

to intermediate between Toyokage and the Female and also died. On the other hand she seems to 

contribute to make Toyokage’s expression in the three waka poems he sent to the Female. In each 

poem the word ‘nobe’ is included and means not only the servant’s name but also a field. The context 

made by the meaning of a field gives expression to Toyokage’s heart for the Female.

In conclusion I think the function of these waka poems is to construct a world which differs from 

the real one.

Key words: “Ichijō-Sesshō-Gyosyū”, “Toyokage”, Fujiwara-no-Koremasa, a function of the waka 

poems, kake-kotoba
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