
｢其彼母毛」の訓

一
、
訓
と
釈

万
葉
集
の
歌
に
は
、
訓
の
定
ら
ぬ
も
の
が
多
い
。
一
般
に
契
沖
・
真
淵
等
の

努
力
で
正
訓
に
到
達
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
「
東
の
野
に
」
の
歌

（
１
．
宍
）
の
「
月
西
渡
」
の
句
の
訓
な
ど
も
、
完
全
に
落
ち
つ
い
た
と
ば
か
り

も
言
え
な
い
。
つ
ま
り
、
他
に
ツ
キ
カ
タ
ブ
キ
ヌ
と
よ
ま
れ
る
例
は
あ
る
が
、

こ
の
場
合
も
そ
の
型
を
お
し
あ
て
て
読
め
ば
そ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が

も
た
れ
る
。

一
つ
の
歌
の
外
形
と
他
の
歌
の
そ
れ
と
が
似
て
い
る
場
合
、
両
者
が
全
く
同

一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
外
貌
の
類
似
は
無
視
で
き
な
い
が
、
研

究
者
は
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
。
た
と
え
ば
、

恋
ひ
死
な
む
時
は
何
せ
む
生
け
る
日
の
た
め
こ
そ
妹
を
見
ま
く
欲
り
す
れ

（〃詮●三《・）

こ
の
歌
の
第
二
句
の
「
時
者
」
を
「
後
者
」
に
作
る
伝
本
が
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
歌
は
巻
十
一
に
も
出
て
い
て
、
そ
れ
は

山
上
憶
良
の
臣
の
、
宴
を
罷
る
歌
一
首
わ

憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
突
く
ら
む
其
彼
母
毛
吾
を
待
つ
ら
む
ぞ

（万３．二言）

「
其
彼
母
毛
」
の
訓

恋
ひ
死
な
む
後
は
何
せ
む
わ
が
命
の
生
け
る
日
に
こ
そ
見
ま
く
欲
り
す
れ

（ｕ・一三空一）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
五
九
二
番
歌
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
五
六
○
番
歌
の

「
時
は
」
も
「
後
は
」
の
誤
記
で
あ
る
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

両
者
は
構
想
が
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
本
来
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
伝
来

を
有
し
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
よ
ひ

い

夕
さ
れ
ば
小
倉
の
山
に
鳴
く
鹿
は
今
夜
は
鳴
か
ず
寝
ね
に
け
ら
し
も

（、。●一三一一）

ゆ
ふ暮

さ
れ
ば
小
椋
の
山
に
臥
す
鹿
の
今
夜
は
鳴
か
ず
寝
ね
に
け
ら
し
も

（Ｑ》●一六六四）

の
作
例
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
の
種
の
例
は
、
ほ
か
に
も
多
い
。

前
記
「
東
の
野
に
」
の
歌
の
結
句
の
訓
承
に
は
な
お
問
題
が
あ
る
と
し
て

も
、
漢
字
は
表
意
文
字
で
あ
る
の
で
、
意
味
は
十
分
に
理
会
さ
れ
る
。
「
河
上
」

（
１
．
三
、
毫
皿
・
一
三
Ｏ
の
語
な
ど
に
し
て
も
、
「
可
波
加
美
」
（
皿
・
晨
老
）
、

か

は

の

へ

「
可
波
能
倍
」
（
町
・
昊
臺
）
の
い
ず
れ
に
読
ん
で
も
通
ず
る
し
、
字
義
も
解
せ

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
河
上
の
字
そ
の
も
の
が
川
の
上
流
・
川
の
ほ
と
り
の
両

義
を
も
つ
（
広
漢
和
辞
典
中
巻
八
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
か
く
、
正
訓
が
得
ら

れ
な
い
の
に
歌
意
が
わ
か
る
の
は
不
思
議
な
よ
う
で
あ
る
が
、
右
（
１
．
三

尾
崎
暢
狭
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実
等
）
は
特
殊
な
場
合
を
示
し
た
ま
で
で
あ
る
。
普
通
に
は
読
め
な
け
れ
ば
意

味
の
と
れ
な
い
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
完
全
に
読
め
、
十
分
に
意
味
が
と
れ
て
も
、
細
か
い
点
に
な
れ
ば
ど

う
判
断
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ぬ
場
合
が
出
て
く
る
勉
さ
き
ほ
ど
挙
げ
た
「
夕
さ

れ
ば
小
倉
の
山
に
」
の
歌
は
、
「
今
夜
は
鳴
か
ず
」
で
切
れ
て
い
る
の
か
、
そ

う
で
な
く
て
、
鳴
か
な
い
で
そ
う
し
て
の
意
に
下
に
続
く
の
か
、
と
い
っ
た
問

題
の
残
る
な
ど
、
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
「
丈
夫
の
鞆
の
音
す
な
り
も
の
の
ふ
の

お
ほ
ま
へ
つ
ぎ
み

大
臣
楯
立
つ
ら
し
も
」
（
１
．
美
）
の
歌
で
は
、
訓
釈
・
句
切
に
つ
い
て
の
問

題
は
な
い
が
、
も
の
の
ふ
の
大
臣
が
楯
を
立
て
て
練
兵
す
る
の
は
い
か
な
る
事

情
に
よ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。

む
ろ
ん
、
正
訓
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
す
べ
て
の
点
で
具
合
が
わ
る
い
。
漠
然

さ

さ

と
考
え
れ
ば
、
た
と
え
ば
人
麿
の
「
小
竹
の
葉
は
承
山
も
さ
や
に
乱
友
」
（
２

・
三
）
の
歌
の
「
乱
友
」
は
、
サ
ャ
ゲ
ド
モ
、
マ
ガ
ヘ
ド
モ
、
ミ
ダ
レ
ド
モ
、

ミ
ダ
ル
ト
モ
の
い
ず
れ
に
読
む
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
乱
友
の
字
面
か
ら
そ
の

意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
少
し
細
か
に
見
れ
ば
、
サ
ャ
グ
と

ミ
ダ
ル
と
マ
ガ
フ
と
で
は
視
覚
、
聴
覚
の
い
ず
れ
に
関
っ
て
い
う
の
か
、
そ
れ

と
も
そ
の
双
方
に
つ
い
て
云
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
逆
接
の
助
詞
ド
モ
・
ト
モ

は
上
下
の
句
の
逆
接
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
だ
け
な
の
か
、
そ
う
で
な
く

て
既
定
の
事
実
を
仮
設
し
て
強
調
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
に
逢
着
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
律
文
の
形
態
・
用
語
は
内
容
と
絡
む
の
で
、
ま
た
一
首
中
の
語
の

適
切
に
用
い
ら
れ
た
も
の
に
至
っ
て
は
微
細
な
感
触
・
陰
竪
を
そ
え
、
効
果
も

循
環
す
る
の
で
、
ト
モ
・
ド
モ
の
い
ず
れ
で
も
差
支
え
な
い
な
ど
と
い
う
よ
う

に
、
大
雑
把
に
は
い
え
な
い
。
た
と
え
訓
釈
上
の
問
題
が
一
通
り
解
決
し
て（１）

も
、
さ
ら
に
、
こ
の
歌
は
昼
間
の
情
景
を
通
し
て
歌
っ
た
の
か
、
「
旅
人
の
夜

の
歌
」
（
山
本
健
吉
氏
）
な
の
か
、
と
い
っ
た
作
意
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
も

のこる。「
東
の
野
に
」
の
歌
の
訓
釈
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
「
月
西
渡
」
の

訓
象
は
仮
り
に
ツ
キ
カ
タ
ブ
キ
ヌ
で
よ
い
と
し
て
も
、
（
１
）
こ
の
歌
は
叙
景

歌
な
の
か
、
天
然
現
象
の
推
移
と
絡
ん
だ
叙
事
的
杼
情
歌
な
の
か
、
と
い
っ
た

根
本
の
問
題
が
あ
る
。
最
近
の
新
し
い
註
釈
書
で
も
、
多
く
こ
の
こ
と
に
心
づ（２）

か
ず
、
心
づ
い
て
も
言
及
を
避
け
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
（
２
）
こ
の
歌
を
森（３）

朝
男
氏
の
よ
う
に
大
嘗
祭
の
祭
政
機
構
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
に
し
て
も
、
稿

者
の
よ
う
に
天
孫
降
臨
の
神
話
を
遠
景
に
置
い
て
扱
う
に
し
て
も
、
カ
ギ
ロ
ヒ

。

◎

の
上
は
乙
類
の
音
な
の
に
、
こ
の
語
を
布
置
し
て
日
の
御
子
（
日
は
甲
類
）
１

日
竝
承
し
皇
子
ｌ
の
登
場
を
描
く
の
は
な
ぜ
か
、
（
３
）
こ
の
歌
が
冬
の
狩

猟
に
か
か
わ
っ
て
詠
ま
れ
た
所
由
は
奈
辺
に
あ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
、
も

っ
と
追
究
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
た
と
え
ば
、
「
わ
た
つ
承
の
豊
旗
雲
に
」

（
１
．
三
）
の
歌
で
は
「
清
明
己
曽
」
の
意
味
は
大
体
わ
か
る
が
、
コ
ソ
の
文
法

上
の
機
能
を
ど
う
見
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
の
こ
る
。
そ
れ
は
、
解
し
か
た

の
如
何
に
よ
っ
て
一
首
全
体
の
内
意
が
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
は
、
一
、
二
の
実
例
に
即
し
て
訓
釈
上
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ

な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
訓
が
き
ま
ら
な
く
て
も
解
釈
で
き
る
も
の
さ
え
あ

り
、
ま
た
、
一
通
り
よ
め
、
解
釈
で
き
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
作
意
の
理
会
に

欠
け
る
場
合
が
す
ぐ
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
山
上
憶
良
の
、

宴
を
罷
る
歌
の
「
其
彼
母
毛
」
の
句
な
ど
、
前
者
の
例
で
あ
る
。

二
、
「
其
彼
」

「
其
彼
母
毛
」
の
「
其
彼
」
は
、
従
来
ソ
ノ
カ
ノ
、
ソ
モ
ソ
ノ
、
ソ
ノ
コ

（
子
）
ノ
、
ソ
レ
ソ
ノ
、
ソ
ヲ
オ
フ
（
其
を
負
ふ
）
な
ど
と
よ
ま
れ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
佐
佐
木
・
武
田
の
両
氏
の
定
本
万
葉
集
第
一
冊
「
巻
第
三
別
記
」
に
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｢其彼母毛」の訓

其
彼
母
毛
こ
の
句
は
ゞ
古
葉
略
類
聚
紗
に
は
彼
を
子
に
作
り
、
ソ
ノ
コ

ノ
ハ
ハ
モ
と
読
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
歌
意
は
善
く
通
る
が
、
孤
立

性
の
校
異
で
邊
に
従
い
難
い
。
原
文
の
ま
ま
で
は
、
古
く
よ
り
ソ
ノ
カ
ノ

ハ
、
モ
と
読
ん
で
居
り
、
槻
落
葉
に
至
っ
て
ソ
モ
ソ
ノ
ハ
ハ
モ
と
読
承
改

め
て
い
る
。
し
か
し
集
中
、
カ
ノ
の
語
は
例
が
少
な
く
、
彼
は
、
多
く
ソ

ノ
と
読
む
べ
き
字
で
あ
る
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ソ
ノ
と
読
む
と

す
れ
ば
、
上
の
其
の
字
を
又
ソ
ノ
と
読
む
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
其
を
ソ

レ
と
読
ん
で
い
る
例
は
、
一
四
九
七
等
の
例
が
あ
る
の
で
、
今
、
ソ
レ
ソ

ノ
ハ
、
モ
と
読
む
こ
と
に
す
る
。

と
い
い
、
山
田
氏
の
万
葉
集
講
義
で
は
、
「
彼
」
の
字
は
類
聚
古
集
に
「
子
」

と
し
、
檜
嬬
手
に
「
児
」
の
誤
り
と
す
る
が
、
槻
落
葉
に
「
其
彼
母
毛
」
を
ソ

モ
ソ
ノ
ハ
ハ
モ
と
読
ん
だ
（
た
だ
し
、
こ
れ
を
そ
の
子
も
そ
の
母
も
、
の
意
と
し
た
）

の
に
従
っ
た
、
と
言
っ
た
。
ま
た
万
葉
集
全
注
巻
第
三
（
西
宮
一
民
氏
）
で
は

武
田
祐
吉
の
万
葉
集
新
解
で
は
ソ
レ
ソ
ノ
ハ
ハ
モ
と
訓
承
、
「
ソ
レ
は
副

詞
と
し
て
、
調
子
を
強
め
る
為
に
添
え
る
詞
。
」
と
述
べ
た
。
こ
の
訓
が

ソ
レ

専
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち
井
手
至
の
「
其
」
の
研
究
に
よ
っ

て
、
そ
の
訓
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
憶
良
が
漢
文
中
に

用
い
ら
れ
る
助
字
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
使
っ
た
用
語
の
一
つ
で
、
口
語
的
な

漢
文
に
助
字
「
其
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
倣
っ
て
「
そ

れ
」
と
い
う
強
調
の
語
を
歌
に
加
え
た
も
の
か
と
し
、
上
代
人
も
そ
の

「
其
」
を
用
い
た
こ
と
を
紀
の
例
で
示
し
、
か
つ
「
其
…
…
実
・
焉
・
也

・
乎
・
歎
」
と
い
う
型
式
を
も
つ
こ
と
に
注
目
し
て
、
疑
い
や
詠
歎
の
気

持
を
含
承
つ
つ
も
あ
る
事
物
に
つ
い
て
言
い
定
め
よ
う
と
す
る
推
量
表
現

を
強
調
し
た
辞
的
表
現
で
あ
る
と
述
べ
、
「
そ
も
そ
も
、
ま
あ
、
あ
る
い

は
、
お
そ
ら
く
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
で
口
訳
す
る
と
当
た
る
用

ぽ
ん
ど
く
ご

法
だ
が
、
今
の
「
其
」
も
そ
の
翻
読
語
「
そ
れ
」
（
お
そ
ら
く
、
の
意
）
の
用

法
で
あ
る
（
「
憶
良
の
用
語
『
そ
れ
』
と
『
ま
た
』
ｌ
助
字
の
修
辞
的
利
用
」
万

葉
昭
和
三
十
三
年
一
月
）
。
だ
か
ら
「
そ
れ
Ｉ
待
つ
ら
む
」
と
推
量
で
呼
応

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
そ
の
母
も
」
と
い
う
の
は
、
「
そ
の
（
子
の
）

母
」
だ
か
ら
、
結
局
憶
良
の
自
分
の
妻
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、

「
妻
」
を
間
接
的
に
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
・
古
典
大

ソ
ヲ
オ
フ
ハ
ハ
モ

系
の
「
其
被
母
毛
」
は
誤
字
説
で
あ
り
、
訓
詰
の
上
で
も
無
理
が
あ
る
。

とした。
し
か
し
こ
れ
と
は
や
や
異
な
っ
た
視
点
か
ら
、
久
松
潜
一
氏
の
『
万
葉
秀

歌
』
第
二
冊
（
講
談
社
文
庫
）
で
は
、
「
其
」
を
ソ
レ
と
読
む
の
は
一
理
あ
る
見

か
た
で
あ
る
が
、
次
の
「
か
の
母
」
を
指
示
す
る
意
味
で
ソ
ノ
と
い
う
こ
と
も

あ
り
得
る
の
で
、
ソ
ノ
カ
ノ
ハ
ハ
モ
の
訓
が
認
め
ら
れ
る
、
と
説
き
、
士
屋
氏

の
私
注
で
も
ソ
ノ
カ
ノ
ハ
ハ
説
を
と
り
、
「
力
は
子
を
指
し
て
い
る
」
と
し

た。山
田
博
士
が
「
其
彼
」
の
彼
の
字
は
万
葉
に
カ
ノ
、
カ
レ
と
読
ん
だ
例
の
あ

る
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
集
中
で
は
主
と
し
て
ソ
レ
と
よ
ま
れ
る
か
ら
と
て

「
其
彼
」
を
ソ
レ
ソ
レ
と
読
ん
だ
の
で
は
歌
調
が
と
と
の
わ
な
い
か
ら
、
ソ
レ

ソ
ノ
の
訓
に
従
う
と
し
た
の
は
、
単
純
な
多
数
決
主
義
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ

ヲ（ぜ◎西
宮
氏
の
よ
う
に
、
武
田
氏
、
と
く
に
井
手
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
「
そ
の
訓

が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
」
と
す
る
の
は
、
早
計
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
井
手

氏
あ
た
り
の
考
え
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
「
其
」
を
ソ
モ
（
ソ
ノ
・
ソ
ヲ
）
、
「
彼
」

を
力
（
カ
レ
）
と
よ
む
説
の
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
に
読

ん
だ
例
の
な
い
こ
と
を
論
証
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
（
以
下
に
も
の
べ
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
）
。
そ
の
手
続
き
な
し
に
ソ
レ
ソ
ノ
の
訓
が
認
め
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ら
れ
る
に
至
っ
た
と
す
る
の
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
、
稿
者
は

井
手
説
・
西
宮
説
が
誤
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
両
氏
の
説
も

ソ
ノ
カ
ノ
説
も
一
応
成
り
た
つ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ソ
レ
ソ

ノ
説
は
な
お
確
説
と
い
う
に
至
ら
ず
、
ソ
ノ
カ
ノ
説
あ
た
り
も
否
定
で
き
な
い

現
状
で
は
、
両
説
の
並
立
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
れ
に
関
し
て
稿
者
の
見
る
と
こ
ろ
を
述
べ
よ
う
。
履
中
即
位
前
紀

には
其
彼
来
者
誰
人
也
。

の
一
文
が
あ
り
（
飯
田
武
郷
の
日
本
書
紀
通
釈
で
は
「
彼
」
の
字
な
く
、
「
本

に
其
下
に
彼
字
あ
り
。
熱
田
本
に
無
に
従
て
削
る
」
と
す
る
の
は
、
「
其
彼
」

の
い
い
か
た
に
不
審
を
い
だ
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
）
、
そ
れ
は
朝
日
古
典
全
書

い
づ
れ

本
で
は
「
そ
も
そ
の
来
る
者
は
誰
の
人
ぞ
も
」
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は

そ

か

た

「
其
れ
彼
の
来
る
は
、
誰
人
ぞ
」
と
読
ま
れ
て
い
て
、
「
其
彼
」
を
ソ
レ
ソ
と

ノ
よ
む
こ
と
が
決
定
的
で
な
い
こ
と
を
傍
証
す
る
。
ま
た
、
播
磨
国
風
土
記
、

賀
毛
郡
小
目
野
の
条
の

彼
観
、
海
哉
河
哉
。

は
、
岩
波
文
庫
本
・
朝
日
古
典
全
書
本
で
は
「
か
の
観
ゆ
る
は
、
海
か
河
か
」

と
読
ん
で
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
「
彼
」
を
ソ
ノ
と
よ
む
こ
と
の
必
然
性
に
と

ぼ
し
い
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
一
方
、
「
彼
」
を
力
と
読
永
う
る
こ
と
は
、

か
よ
り
か
く
よ
り

か
よ
り

か
ゆ
き
か
く
ゆ
き

「彼縁此縁」（万２・一三）、「彼依此依」（２．三、一茜）、「彼往此去」

か

ゆ

き

か

く

ゆ

き

（
２
．
葵
）
、
「
可
由
吉
加
久
遊
岐
」
（
町
・
一
堯
一
）
の
例
に
照
ら
し
て
知
ら
れ
る
。

か

に

も

よ

こ

さ

も

そ
の
ほ
か
に
も
、
「
可
爾
母
与
己
佐
母
」
（
妃
．
三
二
）
の
例
が
あ
る
。
カ
ノ
の
語

か

の

こ

ろ

と

ね

に
つ
い
て
は
、
た
だ
一
例
な
が
ら
、
東
歌
中
に
「
可
能
古
呂
等
宿
ず
や
な
り
な

む
」
（
皿
・
壹
奎
）
の
例
も
あ
る
。

一
方
、
「
其
」
を
ソ
モ
と
よ
ゑ
得
る
例
の
万
葉
集
中
に
見
出
さ
れ
な
い
こ
と

は
、
山
田
博
士
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
続
日
本
紀
の
第
五
十
九

詔
に
は
「
曽
毛
曽
毛
」
の
用
語
例
が
あ
る
。
ソ
モ
の
語
が
な
け
れ
ば
ソ
モ
ソ
モ

の
語
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
実
際
に
は
ソ
モ
の
語
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
っ
た

い
、
宣
命
や
祝
詞
の
文
は
口
調
要
素
・
韻
文
要
素
を
ふ
く
む
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ

の
用
語
を
万
葉
歌
の
そ
れ
と
対
照
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
不
可
で
な
い
。
そ
の

点
か
ら
す
れ
ば
、
「
其
彼
母
毛
」
は
ソ
モ
ソ
ノ
ハ
ハ
モ
と
よ
め
な
く
も
な
い
。

知
見
の
と
ぼ
し
い
稿
者
に
は
、
「
其
彼
」
の
用
例
は
漢
籍
中
に
見
出
せ
な
か

っ
た
。
し
か
し
「
彼
其
」
の
用
例
な
ら
、
詩
経
の
国
風
に
何
ヶ
所
か
見
出
さ
れ

る
。
い
ま
そ
の
一
端
を
示
せ
ば
、
ト
モ
ニ
ト
マ
モ
ラ
ヲ

○
彼
其
之
子
不
二
与
レ
我
戌
ア
申
（
王
風
）

○
彼
其
之
子
不
二
与
レ
我
戊
ロ
甫
（
王
風
）

ヤ
ス
ン
ジ
テ
ニ
カ
ハ
ラ

○
彼
其
之
子
舎
レ
命
不
レ
漁
（
鄭
風
）

ナ
リ

○
彼
其
之
子
邦
之
司
直
（
鄭
風
）

シ

○
彼
其
之
子
美
無
し
度
（
魏
風
）

ハ
ナ
ノ

○
彼
其
之
子
美
如
レ
英
（
魏
風
）

ナ
ル
コ
ト
タ
グ
ヒ

○
彼
其
之
子
碩
大
無
し
朋
（
唐
風
）

○
彼
其
之
子
碩
大
且
篤
（
唐
風
）

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
吉
川
幸
次
郎
氏
の
『
詩
経
国
風
』
（
岩
波
版
、
中

国
詩
人
選
集
）
で
は
、
「
彼
其
」
は
カ
ノ
ソ
ノ
と
よ
ま
れ
て
い
る
。
「
彼
其
」
に

準
ず
る
用
例
と
し
て
は
『
子
思
子
』
（
岩
波
文
庫
、
天
ｌ
元
頁
）
に

カ
ノ
ソ
ノ

ラ
ン
ヤ
カ
ナ
ハ
ノ
ー

彼
記
之
子
、
不
し
称
二
其
服
や

、

、

と
用
い
た
例
が
あ
り
、
「
記
は
語
辞
、
其
な
り
」
と
註
さ
れ
る
の
が
あ
げ
ら
れ

る
。
諸
橋
博
士
の
広
漢
和
辞
典
（
中
巻
一
二
七
五
頁
）
で
も
、
「
彼
記
」
「
彼
己
」

の
記
・
己
は
助
辞
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
。
な
お
付
け
加
え
れ

ば
、
詩
経
の
国
風
に
は
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○

．

汎
彼
柏
舟
。
亦
汎
其
流
。
（
郡
風
）

な
が

か

ひ

の

き

か

な
が

の
句
が
あ
り
、
吉
川
氏
は
「
汎
れ
ゆ
く
彼
の
柏
の
舟
の
亦
た
其
の
流
れ
に
汎

れ
ゆ
く
」
と
読
ん
で
、
「
た
だ
よ
い
ゆ
く
柏
の
舟
が
、
流
れ
の
上
を
た
だ
よ
っ

て
ゆ
く
」
と
解
し
、
目
加
田
誠
氏
（
中
国
古
典
文
学
大
系
巧
詩
経
・
楚
辞
、
二
二

ひ

頁
）
は
「
流
れ
に
浮
か
ぶ
柏
の
舟
は
、
よ
る
べ
も
な
く
漂
う
て
い
る
」
と
釈
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
吉
川
・
目
加
田
の
両
博
士
の
口
訳
で
は
「
彼
」
「
其
」
を
無

視
し
、
飛
ば
し
て
訳
し
て
い
る
。
こ
の
処
置
に
従
っ
て
よ
け
れ
ば
、
「
彼
」
と

「
其
」
と
の
間
の
意
味
的
な
へ
だ
た
り
は
あ
ま
り
な
く
、
「
彼
」
も
「
其
」
も
、

語
調
を
と
と
の
え
語
意
を
つ
よ
め
る
た
め
に
用
い
た
だ
け
の
も
の
と
い
う
こ
と

上
カ
ノ
キ
ル
ハ
カ
ノ
ヲ
テ
ナ
ン
ヂ
ニ
キ

に
な
ろ
う
。
論
語
の
「
子
日
、
食
二
夫
稲
『
衣
二
夫
錦
《
於
レ
女
安
乎
」
（
陽
貨
）

コ

レ

ノ

カ

ノ

ヲ

シ

ム

ヲ

”

カ

ノ

キ

ヲ

〃

陶
淵
明
の
「
惟
此
百
年
、
夫
人
愛
し
之
。
催
二
彼
無
戸
成
」
（
自
祭
文
）
の
文
中
の

「
夫
」
「
彼
」
な
ど
も
、
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「
其
」
の
字
に
つ
い
て
は
、
万
葉
集
に
ソ
レ
と
よ
む
例
は
少
な
く
、

ソ
ノ
と
よ
む
例
は
六
十
数
例
に
達
す
る
。
そ
の
場
合
、
ソ
ノ
は
語
調
を
と
と
の

（４）

え
る
た
め
に
添
え
る
こ
と
が
あ
り
、
ソ
レ
も
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
と
ば
の
調

子
を
つ
よ
め
、
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
用
い
る
。
い
ま
、
こ
の
種
の
若
干
例

を示せば、
な
で
し
こ
、
、

石
竹
の
そ
の
花
に
も
が
朝
な
朝
な
手
に
取
り
持
ち
て
恋
ひ
ぬ
日
無
け
む

（句。●四口へ）
み

、

、

と
こ
は

橘
は
実
さ
へ
花
さ
へ
そ
の
葉
さ
へ
枝
に
霜
降
れ
ど
い
や
常
葉
の
樹（（Ｏ●一つつ九）

み

も

る

、

、

つ岸軍

三
諸
の
そ
の
山
並
に
子
ら
が
手
を
巻
向
山
は
継
の
よ
る
し
も
（
７
．
三
三

な
が
つ
き
、
、

》』

九
月
の
そ
の
初
雁
の
使
に
も
念
ふ
心
は
聞
え
来
ぬ
か
も
（
８
．
三
ｇ

た
な
ぱ
た
つ
め
、
、

たへ

わ
が
た
め
と
織
女
の
そ
の
屋
戸
に
織
る
白
布
は
織
り
て
け
む
か
も

（ｍ・舌呑）

、

、

梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
零
る
雪
に
間
使
遣
ら
ぱ
そ
れ
し
る
け
む
な

（ｍ・三豊ノー云）

漢
籍
で
も
、
そ
の
点
は
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
ら
し
い
。
例
を
あ
げ
る
ま
で
も

シ

ニ

ス

ス

グ

二

あ
る
ま
い
が
、
こ
れ
に
は
「
冬
日
曝
二
其
日
《
夏
濯
二
其
泉
一
」
（
陶
淵
明
百
祭

レ

ソ
ノ
メ
ニ

文
）
、
「
其
無
し
迷
二
廠
初
こ
（
韓
愈
「
示
し
児
」
）
な
ど
の
詩
文
中
の
例
が
取
り
あ
え

ず
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
語
調
を
と
と
の
え
る
た
め
に
添
え
る
場
合
、
「
其
」

の
字
は
、
訓
読
で
は
よ
む
こ
と
も
あ
り
、
読
ま
な
い
こ
と
も
あ
る
。
遊
仙
窟
の

モ
シ
ソ
レ
ン
パ
ク
セ
ニ
リ
テ
キ
ハ
ム

「
若
其
不
し
能
何
因
百
獣
率
舞
」
の
文
に
見
る
と
こ
ろ
は
前
者
の
例
、
詩
経
、

ハ
イ
カ
ン

小
雅
、
庭
瞭
の
「
夜
如
何
其
」
の
「
其
」
は
後
者
の
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
万
葉
歌
の
「
其
彼
」
は
ソ
レ
ソ
ノ
と
よ
め
る
と

と
も
に
、
ソ
ノ
カ
ノ
と
よ
む
こ
と
も
否
定
さ
れ
な
い
。
前
者
の
よ
う
に
読
め
る

こ
と
は
後
者
の
訓
が
否
定
さ
れ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、

「
河
上
」
が
可
波
加
美
・
可
波
能
倍
の
仮
名
書
例
を
も
ち
、
「
大
和
」
に
か
か

る
枕
詞
に
「
し
き
し
ま
の
」
（
超
・
二
頁
等
）
、
「
そ
ら
承
つ
」
（
週
・
壹
昊
）
の
双

方
が
行
わ
れ
た
の
と
類
似
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ソ
レ
ソ
ノ
の
ソ
レ
、
ソ
モ

ソ
ノ
の
ソ
モ
は
、
一
首
中
の
他
の
語
と
の
調
和
を
欠
き
、
ソ
ノ
カ
ノ
の
ソ
ノ
は

カ
ノ
と
の
関
係
が
わ
ず
ら
わ
し
い
。
結
局
、
い
ず
れ
の
訓
を
と
っ
て
も
、
こ
の

歌
の
「
其
」
は
一
首
の
統
一
を
さ
ま
た
げ
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
落
ち
つ
か
な

い○

三
、
結
び

研
究
の
結
果
、
万
葉
歌
の
訓
が
或
る
一
つ
の
方
向
を
た
ど
り
、
や
が
て
定
ま

る
こ
と
は
、
望
ま
し
い
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
両
訓
の
成
立

す
る
場
合
、
と
り
あ
え
ず
或
る
一
つ
の
訓
を
採
用
す
る
と
し
て
も
、
同
時
に
他

の
有
力
な
訓
を
の
こ
し
て
お
き
、
他
日
の
再
考
に
そ
な
え
る
用
意
が
要
る
。
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沢
潟
博
士
の
万
葉
集
注
釈
で
諺
作
品
の
用
字
に
問
題
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
原
歌
の
左
側
に
他
の
有
力
な
所
伝
ｌ
そ
れ
は
当
然
、
訓
に
も
影
響
し
て

く
る
ｌ
を
小
字
で
併
記
す
る
ご
と
き
、
こ
の
用
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
山
本
健
吉
全
集
第
二
巻
三
○
○
頁

（
２
）
森
朝
男
氏
『
古
代
文
学
と
時
間
』
所
収
「
朝
Ｉ
阿
騎
野
遊
猟
歌
の
〈
時
〉
」

（
３
）
尾
崎
『
万
葉
歌
の
形
成
』
所
収
「
〈
東
の
野
に
〉
の
歌
ｌ
神
話
的
基
層
」

（
４
）
歌
経
標
式
に
引
く
「
鼠
の
家
米
つ
き
ふ
る
ひ
木
を
伐
り
て
引
き
燧
り
出
だ
す

四
つ
と
い
ふ
か
そ
れ
」
の
ソ
レ
も
、
こ
れ
で
あ
る
。

- ９ ８ -


