
集蔵体としての「万葉集」をめぐって

ｌ
特
集
・
書
物
ｌ
行
為
と
身
体
Ｉ

１
．
「
「
万
葉
集
』
は
い
か
に
読
め
る
か
」
の
欺
隔

二
万
葉
集
』
は
い
か
に
読
め
る
か
」
ｌ
こ
の
い
か
に
も
も
っ
と
も
ら

が
ん
じ
が
ら
め

し
い
問
い
の
創
り
だ
す
閉
域
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
は
自
縄
自
縛
に
な
っ
て

（１）

き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
問
い
は
、
商
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
つ
く
り
だ

す
〈
あ
い
だ
〉
領
域
で
、
し
ば
し
ば
本
質
的
な
欺
臓
性
を
発
揮
し
て
き
た

（２）

の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
適
切
な
「
い
か
に
」
（
方
法
）
が
見
つ
か
り
さ
え

す
れ
ば
「
万
葉
集
』
は
き
っ
と
読
め
る
は
ず
だ
と
い
う
暗
黙
の
メ
ッ
セ
ー

ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

そ
そ
の
か

ジ
を
隠
す
と
同
時
に
’
二
重
拘
束
的
に
Ｉ
唆
し
て
き
た
の
だ
っ

た
。
だ
が
、
そ
ん
な
「
い
か
に
」
が
到
来
し
た
と
い
う
噂
は
聞
か
な
い
。

期
待
や
希
望
の
類
は
ペ
ー
ジ
と
時
間
の
進
行
に
つ
れ
て
蕩
尽
す
る
の
が
常

で
あ
っ
た
し
、
や
が
て
諸
言
説
は
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
。

畢
寛
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
い
か
に
」
な
ど
あ
り
は
し
な
い
の
だ
っ

集
蔵
体
と
し
て
の
『
万
葉
集
』
を
め
ぐ
っ
て
西
澤
一
光

ｌ
未
来
は
、
絶
対
的
危
険
と
い
う
形
で
し
か
先
取
り
さ
れ
得
な
い
。

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
」
）

ｌ
「
邪
説
」
と
は
、
「
真
理
」
を
語
る
説
な
の
だ
。
（
柄
谷
行
人
『
ヒ
ュ
ー

モ
ア
と
し
て
の
唯
物
論
」
）

ｌ
方
法
的
に
読
む
た
め
の
一
試
論
Ｉ

こ
こ
で
、
注
意
深
い
読
者
で
あ
れ
ば
、
私
が
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
「
方

法
」
を
否
定
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
察
知
し
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
。
、

、

私
が
用
心
な
い
し
警
戒
の
眼
を
さ
し
む
け
て
い
る
の
は
、
当
然
、
テ
キ

、

、

、

、

、

、

、

ス
ト
に
先
立
っ
て
ｌ
つ
ま
り
、
テ
キ
ス
ト
に
何
が
書
い
て
あ
ろ
う
と
、

、

、

、

、

、

、

、

そ
れ
か
ら
何
の
影
響
も
受
け
な
い
よ
う
な
具
合
に
ｌ
定
立
さ
れ
て
い
る

た。だ
が
、
シ
ェ
ー
マ
は
滅
ん
で
も
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
の
読
み
は
残
っ
て

き
た
。
「
私
は
こ
う
読
ん
だ
」
と
い
う
命
が
け
の
跳
躍
が
あ
れ
ば
、
そ
の

足
跡
は
残
っ
て
来
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
読
み
は
、
《
万
葉
》
を
売
る

商
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
不
況
と
は
没
交
渉
に
’
つ
ま
り
、
等
価
交
換

経
済
の
外
で
ｌ
細
々
と
で
あ
れ
、
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
し
ぶ
と
く
、

生
き
延
び
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
価
値
創
造
そ
の
も
の
の
運
動
だ
か
ら

こ
そ
わ
れ
わ
れ
を
捉
え
て
離
さ
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
次
の
こ
と

を
学
ん
で
き
た
の
は
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
だ
っ
た
ｌ
「
方
法
的
に
読
む
」

と
い
う
こ
と
は
「
方
法
論
で
読
む
」
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
地
平
の
出
来

事
な
の
だ
と
。

２
．
瓦
解
す
る
理
論
と
後
に
残
る
方
法

夏
期
セ
ミ
ナ
ー
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、

、

「
方
法
」
に
向
け
て
な
の
だ
か
ら
。

ｌ
し
か
し
、
君
は
さ
き
ほ
ど
「
わ
れ
わ
れ
は
『
方
法
的
に
読
む
』
と

い
う
こ
と
は
『
方
法
論
で
読
む
』
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
地
平
の
出
来
事

な
の
だ
」
と
言
っ
て
い
た
ね
。
と
す
れ
ば
、
君
も
あ
る
種
の
方
法
的
な
所

作
を
措
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
君
の
言
う

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

前
も
っ
て
定
立
さ
れ
た
「
方
法
」
で
は
な
い
と
い
う
保
証
は
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
君
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
遂
行
矛
盾
で

は
な
い
の
か
ね
。
ｌ

こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
あ
り
う
る
反
問
で
あ
る
。
す
で
に
ま
つ
さ
ら
な
地

平
に
立
ち
戻
っ
て
問
題
を
考
え
直
し
つ
つ
あ
る
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ

う
し
た
反
問
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
む
し
ろ
、
積
極
的
に

自
ら
に
差
し
向
け
て
お
く
必
要
さ
え
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
拙
論
が
こ

の
反
問
に
答
え
つ
つ
歩
ん
で
い
く
と
し
て
も
、
こ
の
反
問
を
消
失
さ
せ
て

し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
稿
は
、
前
も
っ
て
定
立
さ
れ
た
「
方
法
」
で
は

な
い
よ
う
な
「
方
法
」
と
い
う
こ
と
は
考
え
得
る
の
だ
し
、
し
か
も
、
そ

れ
は
、
つ
ね
に
ｌ
既
に
、
わ
れ
わ
れ
の
「
万
葉
集
』
を
読
む
運
動
を
形
成

し
て
来
て
さ
え
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
さ
き
ほ
ど
触
れ

た
よ
う
に
「
私
は
こ
う
読
ん
だ
」
と
い
う
命
が
け
の
跳
躍
が
そ
れ
を
露
わ

に
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
営
み
の
う
ち
に
来
る
べ
き
「
方
法
」

が
先
取
り
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
先
取
り
的
に
言
わ
れ
て
い
る
「
方
法
」
、
つ
ま
り
「
方

法
的
に
読
む
こ
と
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で
は
、
具
体
性
と
個
別

性
の
外
観
の
下
に
自
ら
を
隠
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
自
ら
を
「
方
法
」
と

し
て
語
ら
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
自
ら
を
隠
し
て
来
た
「
方
法
」
が
ま
さ
に
「
方
法
」
自
体
と
し
て

現
わ
れ
る
に
は
、
テ
キ
ス
ト
に
何
が
書
い
て
あ
ろ
う
と
も
そ
こ
か
ら
何
の

ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

影
響
も
受
け
な
い
よ
う
な
具
合
に
堅
固
か
つ
教
条
的
に
出
来
上
が
っ
た

方
法
論
が
、
そ
の
ま
さ
に
テ
キ
ス
ト
と
は
関
係
な
く
成
立
す
る
と
い
う
性

格
ゆ
え
に
自
ら
瓦
解
し
、
わ
れ
わ
れ
の
根
底
で
知
的
地
殻
変
動
が
起
き
る

ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
一
般
言
語
学
の
大
成
者
で
あ
っ
た
ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン

が
同
時
に
そ
の
果
敢
な
挑
戦
に
よ
っ
て
詩
学
盲
言
窒
這
①
の
地
平
を
切
り

開
い
た
時
、
そ
の
理
論
の
殿
堂
の
な
か
に
は
も
は
や
詩
そ
の
も
の
が
飾
ら

（３）

れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
分
析
は
、
他
の
ロ
シ
ア
・
フ
ォ

ル
マ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
な
い
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は

ご
く
初
期
か
ら
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
綱
領
的
命
題
を
掲
げ
た
人

だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｖ
・
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
、
Ｖ
・
プ
ロ
ッ
プ
、
Ｍ
・

バ
フ
チ
ー
ン
ら
と
同
じ
運
動
を
推
進
し
て
い
た
人
だ
と
ど
れ
ほ
ど
認
知
さ

れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
学
の
原
理
は
二
項

対
立
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
二
元
論
は
構
造
言
語
学
者
の
う
ち
で
も

（４）

も
っ
と
も
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
。
音
韻
論
も
意
味
論
も
そ
の
数
学
的
原

理
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
詩
学
は
こ
の
原
理
が
当
て

は
ま
る
部
分
ｌ
音
構
造
ｌ
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
。
フ
ェ
ル

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
の
な
か
に
は
そ
れ
自
体
実
定
性

の
な
い
ｌ
つ
ま
り
、
「
音
」
と
し
て
聴
取
不
可
能
な
ｌ
差
異
の
戯
れ

豆
①
匡
号
盲
昌
或
野
①
ロ
。
①
し
か
な
い
と
語
っ
た
の
に
対
し
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の

理
論
は
明
ら
か
に
形
而
上
学
的
根
拠
づ
け
の
所
作
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

（５）

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
記
号
論
ｌ
つ
ま
り

-３２-



集蔵体としての「万葉集ｊをめく、って

能
記
と
所
記
と
か
ら
な
る
記
号
と
い
う
概
念
か
ら
一
歩
も
踏
み
出
す
も
の

で
は
な
い
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論
の
方
が
ｌ
デ
リ
ダ
「
グ
ラ
マ
ト
ロ

（６）

ジ
ー
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
脱
構
築
的
読
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
ｌ
西
欧

（７）

的
知
の
伝
統
の
な
か
で
異
質
な
の
で
あ
る
。

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
と
同
じ
こ
と
が
哲
学
者
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
『
生
き
た

隠
愉
』
理
論
に
も
あ
て
は
ま
る
。
リ
ク
ー
ル
の
書
に
具
体
例
は
必
要
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
リ
ク
ー
ル
が
具
体
例
か
ら
出
発
し
て
理
論
を
構
築

し
た
の
で
は
な
く
、
西
欧
形
而
上
学
か
ら
出
発
し
て
壮
大
な
構
築
物
を
築

い
た
か
ら
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の

叡
智
の
偉
大
な
歴
史
を
再
解
釈
し
て
い
る
だ
け
で
書
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
テ
キ
ス
ト
を
読
ま
ず
に
成
り
立
つ
ｌ
そ
れ
ゆ
え
壮
麗
に
瓦
解

し
た
ｌ
理
論
構
築
の
例
と
対
照
し
つ
つ
小
稿
が
目
を
む
け
つ
つ
あ
る
の

は
、
個
々
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
小
さ
な
、
時
と
し
て
あ
り
ふ
れ
た
、
実
践

の
積
み
重
ね
の
光
景
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
「
私
は
こ
う
読
ん
だ
」
と
い
う
命
が
け
の
跳
躍
の
積
み
重
ね
の
な

か
に
垣
間
見
ら
れ
る
読
み
の
光
景
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
万
葉
集
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
読
解
可
能
性
を
与
え
て

来
た
の
は
、
そ
う
い
う
試
行
錯
誤
の
歴
史
で
あ
る
。

実
際
、
「
万
葉
集
』
は
、
試
行
錯
誤
の
歴
史
に
よ
っ
て
読
み
得
る
も
の

と
な
っ
て
き
た
。
も
し
、
そ
の
読
み
の
歴
史
を
念
頭
か
ら
は
ず
し
た
ま
ま

二
万
葉
集
』
は
よ
め
る
」
と
い
っ
た
な
ら
ば
空
言
に
な
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
『
白
文
萬
葉
集
』
上
下
二
巻
の
編
者
・
佐
佐
木
信
綱
氏
に

よ
れ
ば
「
萬
葉
集
の
原
形
は
、
漢
字
の
み
を
以
て
書
か
れ
た
も
の
」
で
あ
っ

３
．
『
万
葉
集
』
テ
キ
ス
ト
の
読
解
不
可
能
性

て
「
天
暦
に
源
順
等
が
訓
を
加
へ
て
よ
り
以
来
は
、
假
字
を
加
へ
る
こ
と

が
習
は
し
と
な
っ
て
」
し
ま
っ
た
が
、
「
萬
葉
集
の
根
本
的
研
究
は
、
白

文
の
も
の
に
よ
る
べ
き
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
白
文
萬
葉
集
を
刊
行
す

る
は
、
一
に
は
、
萬
葉
集
を
原
形
に
復
さ
う
と
し
、
一
に
は
根
本
的
研
究

を
爲
さ
む
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
」
と
主
張
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
葉
は
、
ｌ
著
者
の
意
図
に
反
し
て
Ｉ
「
白

文
万
葉
集
」
と
い
う
企
図
が
む
し
ろ
後
世
の
再
構
築
物
で
し
か
な
い
こ
と

を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
時
に
大
し
た
考
え
も
な
く
『
万
葉
集
』
を
原
文
で
読
む
と

い
う
言
葉
を
口
に
す
る
。
し
か
し
、
実
際
の
古
写
本
に
は
訓
が
付
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
『
万
葉
集
」
が
訓
な
し
に
は
読
め
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
『
万
葉
集
』
の
原
形
が
漢
字
の

み
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

原
態
の
ま
ま
に
伝
来
し
た
本
が
一
本
も
伝
わ
ら
な
い
の
は
、
漢
字
だ
け
で

書
か
れ
た
本
文
が
読
め
な
い
も
の
だ
か
ら
だ
。
『
万
葉
集
』
を
書
い
た
人
々

は
、
そ
の
読
み
が
た
さ
の
な
か
で
や
り
く
り
し
て
い
た
が
、
仮
名
書
き
を

発
明
し
て
し
ま
っ
た
人
々
に
は
も
は
や
そ
の
や
り
く
り
は
必
要
な
く
、
し

た
が
っ
て
上
代
人
の
や
り
く
り
の
暗
黙
知
も
分
か
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

亀
井
孝
氏
は
、
「
万
葉
集
が
す
べ
て
漢
字
で
書
か
れ
た
そ
の
編
纂
当
時

に
後
代
こ
れ
が
か
な
が
き
の
形
へ
や
わ
ら
げ
ら
れ
よ
う
と
は
い
ま
だ
だ
れ

も
考
え
得
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
万
葉
が
な
は
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
か
な
で
は
な
く
、
漢
字
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
意

（８）

見
で
あ
る
」
と
言
う
。

つ
ま
り
、
そ
の
文
字
を
読
み
書
き
し
て
い
た
人
々
は
、
後
世
『
万
葉
集
」
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が
漢
字
仮
名
混
じ
り
文
に
書
き
下
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
夢

に
も
思
わ
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

実
際
に
は
「
万
葉
集
』
を
熟
読
玩
味
し
て
い
た
は
ず
の
亀
井
氏
が
敢
え

て
「
万
葉
集
は
よ
め
る
か
」
と
問
う
て
い
る
。
こ
れ
は
敢
え
て
無
知
の
立

場
を
仮
構
し
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
『
万
葉
集
』
の
専
門
家

が
「
万
葉
集
は
よ
め
る
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
も
は

や
そ
の
こ
と
を
問
お
う
と
さ
え
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
反
問
し
て
い
る
の

だ
。
「
よ
め
る
」
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
作
品
論
や
編
纂
論
が
ず
ん
ず
ん

と
進
ん
で
い
く
、
そ
う
い
う
風
潮
へ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
最
近
の
注
釈
書
は
、
概
し
て
、
ま
ず
漢
字
仮
名
混
じ
り
文
を
大

害
し
て
掲
げ
、
漢
字
原
文
は
小
書
き
で
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
の
万
葉
歌
に
は
「
難
訓
」
と
ま
で
い
か
な
く
て

も
、
訓
の
上
で
の
解
消
不
可
能
な
揺
れ
、
ぶ
れ
’
一
種
の
差
延

盲
昌
殼
『
目
８
１
の
あ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
を
一
つ
の
書

き
下
し
文
で
書
く
こ
と
は
不
可
能
な
は
ず
な
の
だ
。

亀
井
氏
が
衝
い
て
い
る
問
題
の
所
在
は
ま
さ
に
そ
こ
だ
。
氏
は
「
よ
め

る
か
」
と
問
い
つ
つ
文
字
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
編
纂
当
時
の
人
た

ち
は
、
ま
さ
か
自
分
た
ち
の
書
い
た
テ
キ
ス
ト
が
漢
字
仮
名
混
じ
り
文
で

読
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
と

言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
字
文
字
列
の
テ
キ
ス
ト
は
、
必
然
的
か
つ
内

在
的
に
、
複
数
の
訓
を
許
容
す
る
よ
う
に
ｌ
差
延
的
に
’
で
き
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
通
り
に
「
よ
め
る
」
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。

４
．
「
集
蔵
体
」
と
し
て
の
「
万
葉
集
』

し
か
し
、
問
題
は
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
。

当
時
の
歌
の
書
き
方
が
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
他
者
の
書
い
た
テ
キ
ス
ト

の
中
に
は
甚
だ
難
読
の
文
字
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
『
万

葉
集
』
の
歌
は
書
き
手
に
よ
っ
て
書
記
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
万
葉
集
」
の
内
部
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
「
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
、

「
風
土
記
』
、
続
紀
宣
命
な
ど
を
含
め
た
当
時
の
書
記
体
系
が
多
元
的
全
体

で
あ
っ
た
こ
と
と
関
わ
る
。
当
時
の
文
字
言
語
の
状
況
で
は
、
書
き
手
に

よ
っ
て
書
記
方
法
に
相
当
な
差
異
が
生
じ
て
当
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
状
況
の
中
で
、
口
調
の
随
伴
な
し
に
原
文
テ
キ
ス
ト
が
「
読
め
る
」
根

拠
は
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
い
う
’
「
正
書
法
」
の
存
在
し
な
い
ｌ
状
況
の
な
か
で
他
者

の
文
字
を
読
む
方
法
は
た
だ
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
他
者
（
複
数
）

の
書
い
た
作
品
を
で
き
る
だ
け
数
多
く
集
め
て
相
互
に
比
較
し
、
か
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
方
に
内
在
す
る
シ
ス
テ
ム
を
探
る
こ
と
だ
。
彼
ら
は
そ

う
い
う
実
践
に
慣
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
日
々
そ
う
い
う
実
践
を
生
き

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
面
倒
を
引
き
受
け
ず
に
、
巻
五
の
旅
人
や
憶
良
の
よ
う
に

す
べ
て
を
仮
名
書
き
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
暴
論

（９）で
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
も
完
全
表
音
化
を
採
用
し
て
い
な
い
。
も
し
漢
字

と
い
う
表
語
文
字
の
情
報
伝
達
力
や
概
念
構
築
力
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
り
エ

ン
ト
ロ
ピ
ー
な
り
に
換
算
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
と
て
つ
も
な
い
高

（肥）

さ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
漢
字
を
棄
て
る
の
は
い
っ
た
ん
獲
得
し
た
高

さ
を
棄
て
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
字
は
覚
え
る
こ
と
、
書
く
こ
と
に

（Ⅲ）

時
間
を
要
す
る
が
、
情
報
の
伝
達
に
お
い
て
は
高
い
効
率
性
を
も
つ
・

だ
が
、
『
万
葉
集
」
を
書
い
た
人
々
が
大
事
に
し
た
の
は
も
っ
と
別
の

（吃）

こ
と
だ
ろ
う
。
彼
ら
が
重
ん
じ
た
も
の
が
効
率
性
で
は
な
く
、
多
様
性
で
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あ
り
、
表
現
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
彼
ら
は
他
者
と
異
な
る
文
字

で
書
く
こ
と
を
好
ん
だ
ば
か
り
で
は
な
く
、
言
わ
ん
と
す
る
内
容
を
過
不

足
な
く
表
現
す
る
こ
と
に
心
を
砕
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
つ
ま
」
と

い
う
語
を
書
く
た
め
に
「
妻
」
で
も
な
く
「
蠕
」
で
も
な
く
「
嬢
」
と
い

う
字
を
あ
て
る
場
合
、
「
周
囲
を
憧
っ
て
人
に
は
言
わ
ず
逢
え
ず
に
い
る

（旧）

恋
妻
の
こ
と
」
を
い
う
た
め
で
あ
る
と
い
う
。（Ｍ）

こ
う
し
た
多
様
な
書
記
方
法
（
特
有
言
語
）
を
そ
の
ま
ま
包
蔵
し
て
い

る
姿
が
「
万
葉
集
』
だ
と
言
え
ば
分
か
り
や
す
い
。
そ
れ
が
「
万
葉
集
』

と
い
う
書
物
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
家
持
が
既
成
未
成
の
撰

集
家
集
な
ど
を
二
十
巻
に
よ
せ
集
め
た
時
、
す
べ
て
は
出
来
る
丈
原
本
の

（旧）

体
裁
を
尊
重
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
澤
潟
久
孝
氏
の
把
握
は
、
合

理
的
で
あ
り
、
包
括
的
で
あ
る
。
（旧）

『
万
葉
集
』
が
「
集
蔵
体
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
読
み
難
い
は
ず

の
原
文
テ
キ
ス
ト
が
そ
の
読
み
難
い
書
き
ざ
ま
の
ま
ま
で
読
め
る
も
の
と

な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
個
別
の
歌
に
お
け
る
表
現
上
の
差
異
の
戯
れ
が
そ

の
ま
ま
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

で
は
、
い
っ
た
い
い
つ
頃
か
ら
か
か
る
「
万
葉
集
」
の
原
文
が
学
理
的

討
究
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

こ
の
点
、
折
口
信
夫
が
早
く
に

萬
葉
編
纂
の
時
代
と
、
其
為
事
に
與
つ
た
人
と
に
就
て
は
、

い
る
ノ
ー
の
説
が
あ
る
。
併
し
、
其
擦
り
虚
と
な
っ
て
ゐ
る
第
一
の

有
力
な
證
擦
は
、
唯
、
萬
葉
集
自
身
と
、
古
今
集
の
假
名
・
漢
字
二

様
の
序
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

（「萬葉集のなり立ち」）

５
．
歴
史
の
中
の
『
万
葉
集
』

と
言
っ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
寛
平
五
年
（
八
九
三
）

の
年
記
を
有
す
る
『
新
撰
萬
葉
集
』
の
上
巻
序
に
お
け
る
「
夫
萬
葉
者
、

古
歌
之
流
也
」
云
々
と
あ
る
の
を
除
け
ば
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
に
お

（Ｆ）

け
る
言
及
を
も
っ
て
『
万
葉
集
』
は
よ
う
や
く
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
し

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
集
が
同
時
代
に
お
い
て
は
広
く
享
受
さ
れ

（旧）

ず
に
お
わ
り
、
平
城
天
皇
の
時
代
に
補
修
が
施
さ
れ
、
さ
ら
に
醍
醐
天
皇

の
時
代
に
ｌ
古
今
集
が
編
纂
さ
れ
た
時
期
に
ｌ
「
歌
」
の
起
源
と

し
て
再
発
見
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
は
長
く
歴
史
の
陰
に
埋
も
れ
た
ま
ま
に

な
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
も
さ
ほ
ど
無
理
な
想
定
と
は
思
わ
れ

ない。と
こ
ろ
で
『
古
今
和
歌
集
』
は
そ
も
そ
も
そ
の
序
に
よ
っ
て
明
ら
か
な

よ
う
に
「
万
葉
集
』
を
起
源
と
す
る
王
朝
の
正
典
で
あ
る
。
そ
の
「
仮
名

序
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

人
麿
な
く
な
り
に
た
れ
ど
、
歌
の
事
と
ど
ま
れ
る
か
な
。
た
と
ひ
時

移
り
、
事
去
り
、
楽
し
び
悲
し
ぴ
行
き
交
ふ
と
も
、
こ
の
歌
の
文
字

あ
る
を
や
。
青
柳
の
糸
絶
え
ず
、
松
の
葉
の
散
り
失
せ
ず
し
て
、
ま

さ
き
の
葛
、
長
く
伝
は
り
、
烏
の
跡
久
し
く
と
ど
ま
れ
ら
ぱ
、
歌
の

さ
ま
を
も
知
り
、
事
の
心
を
得
た
ら
む
人
は
、
大
空
の
月
を
見
る
が

ご
と
く
に
、
古
を
仰
ぎ
て
今
を
恋
ひ
ざ
ら
め
か
も
。

こ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
「
人
麿
が
従
事
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て

（旧）

い
た
勅
撰
集
編
纂
の
事
業
を
継
承
し
て
い
る
意
識
」
で
あ
り
、
『
古
今
和

歌
集
』
の
仰
ぐ
「
古
」
と
は
「
万
葉
集
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
「
万
葉
集
』
と
は
、
王
朝
文
化
の
再
定
礎
の
身
振
り
の
な
か
で
、

「
や
ま
と
う
た
」
の
起
源
（
「
古
」
）
と
し
て
要
請
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ

（釦）る
。
十
世
紀
に
お
け
る
「
万
葉
集
』
の
発
見
は
、
『
古
今
和
歌
集
」
の
起
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源
（
「
古
」
）
と
し
て
の
発
見
で
あ
り
、
「
歌
」
の
伝
統
の
発
明
に
か
か
わ

（副）

る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
原
文
」
に
向
き
合
う
と
い
う
意
味
で

の
読
み
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
。
醍
醐
天
皇
の
治
世
は
『
万
葉
集
』
に

脚
光
を
当
て
は
し
た
も
の
の
、
し
か
し
、
な
お
「
原
文
」
そ
の
も
の
と
の

向
か
い
合
い
と
い
う
レ
ベ
ル
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
先
の
『
新
撰
萬
葉
集
』
に
は
「
文
句
錯
乱
、
非
詩
非
賦
、
字
対
雑
糠
、

難
入
難
悟
」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
万
葉
集
」
が
当
時
難
解
な
も
の
で
あ
つ

（配）

た
事
を
示
す
資
料
と
し
て
解
さ
れ
て
お
り
、
『
万
葉
集
』
が
な
お
「
書
物
」

と
し
て
読
み
得
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

漢
文
の
創
作
や
真
仮
名
の
読
み
書
き
に
通
暁
し
て
い
た
菅
原
道
真
が

「
文
句
錯
乱
」
「
難
入
難
悟
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
純
粋
漢
文
に
習
熟
し

て
い
た
平
安
朝
知
識
人
に
と
っ
て
『
万
葉
集
」
が
む
し
ろ
難
読
の
書
物
だ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
音
訓
交
用
の
書
記
方
法
は
「
文
句
錯
乱
」

と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
こ
の
道
真
以
前
に
は
、
『
万
葉
集
』
の
存
在
に
光
が
当
て
ら

れ
た
こ
と
は
な
く
、
律
令
制
度
下
の
「
歴
史
」
ｌ
『
続
日
本
紀
』
、
「
日

本
後
紀
』
ｌ
の
内
部
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
続

紀
』
に
も
『
後
紀
』
に
も
「
歌
」
を
め
ぐ
る
公
的
な
行
事
が
ほ
と
ん
ど
記

さ
れ
な
い
こ
と
ｌ
「
曲
水
の
宴
」
は
記
さ
れ
る
ｌ
と
表
裏
し
て
い
る
。

正
史
は
、
和
歌
を
記
録
せ
ず
、
詩
賦
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。

「
万
葉
集
」
の
再
現
前
化
を
伴
う
「
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
は
、
支
配

階
層
に
お
け
る
和
歌
の
位
置
づ
け
を
根
本
か
ら
変
え
る
出
来
事
だ
っ
た
の

だ
。
そ
し
て
こ
の
動
き
は
一
過
性
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
証
拠
に
、
「
古
今
集
』
よ
り
約
五
十
年
下
る
時
期
に
成
っ
た
「
源

順
集
』
の
詞
書
に
「
天
暦
五
年
宣
旨
有
り
て
初
め
て
大
和
歌
え
ら
ぶ
所
を

や
は
り
『
万
葉
集
』
が
「
読
み
得
る
」
も
の
と
な
る
に
は
、
幾
世
代
に

も
わ
た
る
試
行
錯
誤
を
経
て
、
鎌
倉
時
代
の
仙
覚
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

かった。
と
も
か
く
も
仙
覚
は
『
万
葉
集
』
二
十
巻
す
べ
て
に
訓
を
与
え
た
。
同

時
に
、
独
自
の
注
釈
を
作
成
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
万
葉
集
」
を
「
集
蔵
体
」

と
し
て
観
た
最
初
の
人
だ
っ
た
。

梨
壺
に
お
か
せ
給
ひ
て
古
萬
葉
集
よ
み
と
き
え
ら
ば
し
め
給
ふ
な
り
。
」

と
あ
る
。
和
歌
を
貴
族
文
化
の
根
底
に
据
え
る
と
い
う
新
た
な
文
化
政
策

が
『
万
葉
集
」
を
正
典
と
し
、
そ
れ
「
訓
」
を
与
え
る
こ
と
を
促
し
た
の

である。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
大
久
保
正
氏
に
よ
れ
ば
、
「
萬
葉
集
の
文
字
を
追

っ
て
忠
実
に
こ
れ
を
読
み
解
い
た
の
で
は
な
く
、
上
田
英
夫
博
士
が
述
べ

て
ゐ
る
や
う
に
、
む
し
ろ
萬
葉
時
代
か
ら
の
古
歌
の
伝
調
に
相
当
通
じ
て

居
り
、
こ
れ
に
助
け
ら
れ
て
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
或
る
程
度
ま
で
萬
葉
集
を

読
み
得
た
の
で
あ
ら
う
。
か
う
し
た
古
歌
の
伝
調
が
一
種
の
訓
点
の
役
割

を
果
た
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
の
が
当
時
の
実
情
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
ら
う
か
。
古
点
も
し
く
は
そ
の
前
後
と
考
へ
ら
れ
る
萬
葉
集
の
歌
の
古

訓
に
、
原
文
の
文
字
か
ら
離
れ
た
訓
の
施
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
勘
く
な
い

と
い
ふ
事
実
は
、
か
う
し
た
実
情
を
反
映
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ら

（銅）う
。
」
と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
原
文
を
原
文
の
ま
ま

読
む
の
で
は
な
か
っ
た
。
十
世
紀
の
人
々
は
彼
ら
の
文
字
言
語
の
体
系
の

な
か
で
「
万
葉
集
』
を
読
ん
だ
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
別
堤
訓

方
式
の
テ
キ
ス
ト
を
創
り
は
じ
め
た
の
だ
っ
た
。

６
．
原
文
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
差
異
の
戯
れ

-３６-



集蔵体としての「万葉集」をめぐって

『
万
葉
集
』
の
一
首
一
首
が
読
め
る
も
の
と
な
る
唯
一
の
方
法
、
そ
れ
は
、

『
万
葉
集
』
全
体
か
ら
出
発
し
て
一
首
一
首
の
漢
字
文
字
列
の
読
み
を
勘

案
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
仙
覚
、
契
沖
、
澤
潟
久
孝
、
…
…
す
ぐ
れ

た
訓
詰
学
者
は
皆
こ
の
方
法
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
偶
然

で
は
な
く
、
「
万
葉
集
』
が
そ
の
よ
う
に
出
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

４
節
で
述
べ
た
よ
う
に
「
万
葉
集
」
の
原
文
の
難
し
さ
ｌ
そ
の
書
記

が
多
様
で
、
解
消
不
可
能
な
差
異
の
戯
れ
（
差
延
）
を
孕
ん
で
い
る
こ
と

ｌ
が
現
わ
れ
る
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
万
葉
集
』
が
「
集
蔵
体
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
万
葉
歌
の
書
記
に
は
、
「
文
句
錯
乱
」
と
評
さ
れ
て

も
致
し
方
な
い
よ
う
な
原
則
性
の
欠
如
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
。

結
び
に
少
し
例
を
あ
げ
て
論
題
を
具
体
化
し
よ
う
。

問
答

Ⅲ
佐
保
河
永
鳴
成
智
鳥
何
師
鴨
川
原
乎
思
努
比
益
河
上

剛
人
社
者
意
保
永
毛
言
目
我
幾
許
師
努
布
川
原
乎
標
緒
勿
謹

右
二
首
詠
烏

巻
七
の
「
雑
歌
」
部
か
ら
「
問
答
」
と
い
う
項
目
で
く
く
ら
れ
る
四
首

一
塊
り
の
歌
群
の
前
半
二
首
を
抜
い
て
み
た
。
訓
釈
上
さ
し
た
る
議
論
を

呼
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
さ
し
て
凝
っ
た
と
は
言
え
な
い
書
き
ぶ
り
の
二
首

だ
が
、
簡
単
に
読
ま
せ
て
は
く
れ
な
い
。

ま
ず
句
の
切
れ
目
を
探
す
の
も
一
苦
労
で
あ
る
。
「
佐
保
河
永
」
、
「
何

師
鴨
」
、
「
川
原
乎
」
な
ど
は
〈
名
詞
十
助
詞
〉
と
い
う
パ
タ
ン
で
書
か
れ

て
い
る
か
ら
分
か
り
や
す
そ
う
な
も
の
だ
が
、
「
鳴
成
智
烏
何
師
鴨
川
原

乎
」
と
続
け
て
眺
め
て
み
る
と
か
な
り
分
か
り
に
く
い
。
う
っ
か
り
「
鴨

川
」
な
ど
と
読
ん
で
し
ま
い
そ
う
だ
。
『
万
葉
集
」
で
は
「
鴨
」
が
詠
嘆

の
助
詞
を
書
く
た
め
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
必
要

がある。
「
鳴
成
」
が
「
鳴
く
な
る
」
（
「
な
る
」
は
伝
聞
推
定
）
で
あ
る
こ
と
を

読
み
解
く
の
も
簡
単
で
は
な
い
。
「
成
」
は
「
な
す
」
と
も
訓
み
う
る
し
、
「
な

る
」
の
場
合
は
多
く
富
８
日
①
の
意
を
書
く
た
め
に
使
わ
れ
る
。
伝
聞
推

定
の
「
な
り
」
は
「
奈
利
」
「
奈
里
」
な
ど
音
仮
名
で
書
か
れ
る
事
が
多

い
。
し
か
し
、
「
成
」
で
書
か
れ
る
例
も
十
六
例
あ
る
の
で
あ
る
（
二
六
八
、

一
七
五
六
な
ど
）
。
そ
う
い
う
例
を
見
つ
つ
、
ま
た
断
定
の
「
な
り
」
が
「
成
」

で
書
か
れ
る
の
は
わ
ず
か
三
例
で
あ
る
こ
と
も
見
つ
つ
、
判
断
さ
れ
る
こ

とになる。

句
切
れ
が
で
き
て
も
な
お
、
「
益
河
上
」
を
「
い
や
か
は
の
ぼ
る
」
と

訓
む
こ
と
、
「
幾
許
」
を
「
こ
こ
だ
」
と
訓
む
こ
と
、
「
標
緒
勿
謹
」
を
「
し

め
ゆ
ふ
な
ゆ
め
」
と
訓
む
こ
と
な
ど
す
べ
て
『
万
葉
集
』
全
体
を
見
渡
さ

な
い
と
決
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
益
」
を
「
い
や
」
と
訓
ん
で
「
い
や
か
は
の
ぼ
る
」
と
い

う
訓
が
定
ま
る
た
め
に
は
上
の
詰
問
の
表
現
「
何
し
か
も
」
と
呼
応
す
る

形
で
「
い
や
か
は
の
ぼ
る
」
が
成
り
立
つ
こ
と
が
確
証
さ
れ
な
い
と
い
け

な
い
。
「
い
や
か
は
の
ぼ
る
」
は
映
像
に
な
り
に
く
い
表
現
だ
。
そ
こ
で
『
万

葉
集
』
内
二
十
例
あ
る
「
ち
ど
り
」
が
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
を
検
討
す

る
と
大
伴
家
持
の

州
夜
具
多
知
永
課
覺
而
居
者
河
瀬
尋
情
毛
之
努
永
鳴
知
等
理
賀
毛

（
夜
ぐ
た
ち
に
寝
覚
め
て
居
れ
ば
河
瀬
と
め
情
も
し
の
に
鳴
く
ち
ど
り
か

も）と
い
う
歌
の
中
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
河
瀬
尋
（
か
は
せ
と
め
）
」
と
い
う

表
現
が
当
該
歌
の
「
川
原
を
し
の
ひ
い
や
河
上
る
」
に
通
じ
る
こ
と
が
分
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特集・書物

か
る
・
千
烏
は
（
餌
を
求
め
て
）
瀬
か
ら
瀬
へ
と
移
っ
て
い
く
の
だ
。
だ

か
ら
、
こ
こ
は
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
河
原
が
よ
く
っ
て
ど
ん
ど
ん
と
遡
っ

て
行
く
の
か
」
と
千
鳥
を
問
い
詰
め
る
表
現
だ
と
分
か
る
。

こ
の
歌
に
関
し
て
渡
瀬
昌
忠
氏
「
万
葉
集
全
注
巻
第
七
」
は
、
「
歌

い
手
は
、
（
中
略
）
ど
う
し
て
、
千
鳥
た
ち
は
、
た
い
し
た
こ
と
も
な
い

こ
ん
な
川
原
を
賞
美
し
て
次
か
ら
次
へ
と
上
っ
て
く
る
の
か
な
ぁ
、
と
問

い
か
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
詰
問
し
詠
歎
す
る
か
た
ち
で
、
千
鳥
の
声

に
対
す
る
感
動
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
歌
」
と
注
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
ど
う
し
て
、
千
鳥
た
ち
は
、
（
．
：
）
次
か
ら
次
へ
と
上
っ

て
く
る
の
か
な
ぁ
」
と
い
う
説
で
は
第
三
者
的
に
眺
め
る
視
点
と
な
っ
て

し
ま
い
、
作
者
と
千
烏
の
あ
い
だ
の
二
人
称
的
な
「
問
答
」
に
な
ら
な
い
。

こ
の
「
問
答
」
で
は
、
人
が
千
鳥
を
問
い
詰
め
る
か
ら
こ
そ
滑
稽
さ
が
産

み
だ
さ
れ
る
の
だ
。

わ
が

こ
れ
に
対
し
て
の
「
答
」
は
、
「
人
こ
そ
ぱ
お
ほ
に
も
言
は
め
我
こ
こ

し
め
ゆ

だ
し
の
ふ
川
原
を
標
結
ふ
な
ゆ
め
」
（
人
こ
そ
は
見
ど
こ
ろ
も
な
い
と
言

う
で
し
ょ
う
が
、
私
に
と
っ
て
は
こ
ん
な
に
も
素
晴
ら
し
い
川
原
で
す
よ
、

標
な
ど
結
わ
な
い
く
だ
さ
い
な
、
決
し
て
。
）
と
な
っ
て
い
る
。
「
我
こ
こ

だ
し
の
ふ
」
か
ら
、
こ
れ
が
千
鳥
自
身
の
「
答
」
だ
と
分
か
る
。
左
注
に

「
右
二
首
詠
鳥
」
と
あ
る
通
り
で
、
千
鳥
を
問
い
詰
め
る
と
千
鳥
が
「
我
」

で
答
え
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

渡
瀬
氏
『
全
注
七
』
は
「
も
と
も
と
は
、
歌
垣
や
宴
会
で
の
戯
れ
の
や

り
と
り
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
で
は
、
書
き
手

が
こ
ち
ら
に
い
て
、
向
こ
う
側
で
展
開
し
て
い
る
「
や
り
と
り
」
を
写
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
人
間
と
千
烏
の
「
や
り
と
り
」
を
人
間

が
演
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
舞
台
設
定
と
し
て
は
少
し
込
み
入
っ
た
状

況
に
な
る
。

こ
の
「
問
答
」
は
、
む
し
ろ
、
想
像
の
中
で
夜
の
川
原
を
遡
っ
て
い
く

千
鳥
に
問
い
か
け
、
想
像
の
中
で
千
鳥
が
人
に
答
え
る
と
い
う
了
解
で
い

く
方
が
映
像
と
し
て
面
白
い
と
思
う
。
た
と
え
想
像
の
中
の
絵
で
あ
っ
て

も
千
鳥
自
身
が
答
え
る
と
い
う
設
定
の
方
が
ど
れ
ほ
ど
生
き
生
き
し
た
面

、

、

、

白
さ
を
も
つ
こ
と
か
。
「
人
こ
そ
ぱ
」
の
駄
酒
落
的
効
果
も
、
千
鳥
が
言

う
か
ら
こ
そ
効
い
て
く
る
と
い
う
も
の
だ
。

し
か
し
、
歌
垣
や
宴
席
と
い
う
「
場
」
で
説
明
す
る
と
い
う
方
法
を
持

ち
だ
し
て
こ
の
歌
を
説
明
し
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
原
文
の
も
っ
て
い
る

生
彩
は
消
え
失
せ
、
イ
メ
ー
ジ
が
希
薄
に
な
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
う
し
た
例
に
限
ら
ず
、
文
字
表
現
一
字
一
字
に
こ
だ
わ
っ
て
逐
語
的

に
読
ん
で
い
く
こ
と
で
む
し
ろ
歌
言
葉
の
対
話
的
な
性
格
が
浮
か
び
上
が

り
、
状
況
が
想
像
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
巻
七
と
い
う
歌
巻
は
、
「
万
葉
集
』
全
体
の
中
で
言

え
ば
、
類
聚
的
歌
巻
に
属
す
る
。
こ
の
巻
を
「
作
者
不
明
歌
巻
」
と
呼
ぶ

人
も
い
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
間
違
っ
た
判
断
で
あ
ろ
う
。
巻
七
は
個
々

の
作
品
を
作
者
か
ら
切
断
し
て
分
類
し
、
類
聚
し
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま

り
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
切
断
さ
れ
た
歌
々
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
性

格
の
作
品
に
も
と
の
「
場
」
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
、
や
は
り
方
法
的
に

誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

短
い
原
稿
ゆ
え
実
例
の
分
析
が
ほ
ん
の
一
つ
で
終
わ
る
が
、
こ
の
「
問

答
」
の
解
釈
が
や
は
り
「
万
葉
集
』
全
二
十
巻
の
中
の
巻
七
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
示
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

詑『ノＯ

（了）
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集蔵体としての『万葉集」をめぐって

注
（
１
）
私
は
別
の
原
稿
で
「
今
日
『
万
葉
集
」
を
読
む
と
は
ど
う
い
う
こ

と
で
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
私
ど
も
は
何
を
行
お
う
と
し

て
お
り
、
ま
た
実
際
に
は
何
を
成
し
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

と
い
う
問
い
を
立
て
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
『
万
葉
集
」
に
内
在

す
る
読
解
不
可
能
性
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
「
テ
キ
ス
ト

と
し
て
の
「
万
葉
集
筐
、
『
ア
ナ
ホ
リ
ッ
シ
ュ
国
文
学
」
創
刊
一
号
、

二
○
一
二
年
一
二
月
、
響
文
社
刊
）
。

（
２
）
ヨ
万
葉
集
」
を
い
か
に
読
む
か
」
、
二
万
葉
集
」
を
読
む
方
法
」
、
ヨ
万

葉
集
」
研
究
の
現
在
」
と
い
っ
た
言
葉
は
八
○
年
代
か
ら
九
○
年
代

に
か
け
て
商
業
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
し
、
専

門
家
も
そ
れ
に
乗
っ
た
。
二
○
○
○
年
代
、
も
は
や
そ
の
市
場
そ
の

も
の
が
消
失
し
た
。
当
時
様
々
な
意
匠
を
も
っ
て
登
場
し
た
方
法
論

談
義
は
も
は
や
消
費
さ
れ
つ
く
し
た
。
本
当
の
問
題
は
そ
れ
ら
が
『
万

葉
集
」
テ
キ
ス
ト
の
読
解
の
歴
史
そ
の
も
の
を
隠
し
た
こ
と
に
あ
る
。

（
３
）
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
分
析
例
は
自
説
の
主
張
の
た
め
に
作
品
を
利
用
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
理
論
自
体
が
作
品
に
と
っ
て
超
越
的
な
の
で

あ
る
。
私
も
か
つ
て
卒
論
で
そ
の
詩
学
を
応
用
し
た
対
句
論
を
書
き

見
事
に
瓦
解
し
た
。

（
４
）
Ｏ
・
デ
ュ
ク
ロ
／
Ｔ
・
ト
ド
ロ
フ
著
、
滝
田
文
彦
他
訳
『
言
語
理

論
小
事
典
』
（
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
５
）
聖
ァ
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
能
記
-
所
記
の
記
号
論
の
図
式
を
最
初

に
提
起
し
た
人
で
あ
り
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ア
ル
ノ
ー
と
ク
ロ
ー
ド
・

ラ
ン
ス
ロ
の
ヨ
般
・
理
性
文
法
恥
附
話
術
の
諸
基
礎
」
（
い
わ

ゆ
る
『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
』
）
は
こ
の
図
式
を
継
承
し
て

いス》Ｏ

（
６
）
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
」
「
第
二
章
」
（
ミ
ニ
ュ
イ
出
版
、

一
九
六
七
年
）
で
デ
リ
ダ
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
宣
般
言
語
学
講
義
」

の
記
号
概
念
が
な
お
超
越
的
な
意
味
と
い
う
形
而
上
学
的
モ
メ
ン
ト

を
維
持
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
７
）
『
哲
学
の
余
白
』
（
ミ
ニ
ュ
イ
出
版
、
一
九
七
二
年
）
に
お
け
る

デ
リ
ダ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
「
差
異
」
の
概
念
を
「
差
異
の
戯
れ

豆
の
ロ
号
盲
昌
惑
『
９
８
」
す
な
わ
ち
「
差
延
盲
三
段
国
再
ｏ
の
」
の
テ
ー

マ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

（
８
）
「
万
葉
集
は
よ
め
る
か
」
、
一
美
夫
君
志
」
七
号
、
一
九
六
四
年
。

（
９
）
旅
人
や
憶
良
の
仮
名
書
き
は
、
漢
文
と
倭
歌
を
組
み
合
わ
せ
て
作

る
作
品
の
一
部
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
る

い《ノＯ

（
皿
）
漢
字
の
書
き
取
り
能
力
と
思
考
力
が
相
関
す
る
と
考
え
る
教
員
は

多
い
と
思
わ
れ
る
。

（
ｕ
）
私
は
東
洋
言
語
文
化
学
院
（
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
、
パ
リ
大
学
の
一
機

構
）
で
一
、
二
年
生
に
日
本
語
を
教
え
た
時
、
「
漢
字
は
書
く
の
に
時

間
が
か
か
る
が
、
読
む
時
に
は
早
い
」
と
説
明
し
て
い
た
が
、
そ
れ

は
同
学
院
の
教
員
間
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
っ
た
。

（
皿
）
効
率
性
を
重
ん
じ
る
人
々
が
「
戯
書
」
な
ど
を
発
明
す
る
は
ず
が

．ないＯ

（
旧
）
稲
岡
耕
二
氏
、
「
万
葉
集
全
注
巻
第
十
三
、
六
四
’
六
五
ぺ
-

》ンＯ

（
Ｍ
）
「
特
有
言
語
」
は
こ
さ
ョ
①
の
訳
。
個
人
独
特
の
語
法
を
さ
す
が
、

詩
や
哲
学
に
お
い
て
は
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
。

（
喝
）
澤
鳩
久
孝
、
「
戯
書
に
つ
い
て
」
、
『
国
語
國
文
の
研
究
」
二
二
集
、

一九二八年。

（
略
）
「
集
蔵
体
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
西
澤
一
光
、
「
人

麻
呂
歌
集
に
お
け
る
『
辞
」
の
文
字
化
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
論
集
上
代

文
学
第
三
十
三
冊
』
、
二
○
二
年
、
笠
間
書
院
。
同
、
「
書
物
の

-３９-



特集・書物

一
九
五
二
年
六
月
。

（
路
）
大
久
保
先
掲
、
一

構
築
と
文
化
的
自
立
の
問
題
ｌ
集
蔵
体
と
し
て
の
『
万
葉
集
」
を

め
ぐ
っ
て
ｌ
」
、
古
代
文
学
会
二
○
一
二
年
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
発
表

レ
ジ
ュ
メ
。
同
、
「
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
万
葉
集
」
」
、
『
ア
ナ
ホ
リ
ッ

シ
ュ
国
文
学
』
創
刊
一
号
、
二
○
一
二
年
一
二
月
、
響
文
社
刊
。

（
Ⅳ
）
「
仮
名
序
」
に
「
こ
れ
よ
り
さ
き
の
う
た
を
あ
つ
め
て
な
ん
、
ま

ん
え
ふ
し
ふ
と
な
づ
け
ら
れ
た
り
け
る
。
」
と
あ
り
、
「
真
名
序
」
に

「
昔
平
城
天
子
詔
侍
臣
、
令
撰
萬
葉
集
」
と
あ
る
。

（
肥
）
前
掲
折
口
説
を
承
け
つ
つ
大
久
保
正
「
古
代
萬
葉
集
研
究
史
稿

（
そ
の
二
百
古
点
以
前
の
萬
葉
研
究
」
（
北
海
道
大
學
文
學
部
紀
要

一
○
、
一
九
六
一
年
）
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
岨
）
小
町
谷
照
彦
訳
注
、
『
古
今
和
歌
集
』
、
旺
文
社
、
一
九
八
八
年
。

（
別
）
奥
村
恒
哉
氏
「
拾
遺
集
の
萬
葉
歌
」
（
万
葉
第
十
四
号
、
一
九
五
五

年
）
に
よ
れ
ば
「
萬
葉
集
が
當
時
勅
撰
集
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
た
事

は
事
實
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
当
時
、
大
伴
家
持
の
編
纂

と
い
う
問
題
は
隠
蔽
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（
別
）
『
万
葉
集
」
が
古
今
序
注
言
説
の
な
か
で
キ
ャ
ノ
ン
・
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
に
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
論
「
古
今
集
序
注
と

十
二
世
紀
の
言
説
空
間
ｌ
書
物
・
歌
学
・
王
権
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
二
青

山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
第
五
十
輯
、
一
九
九
六
年
）
に
述
べ
た
。

（
躯
）
武
田
祐
吉
、
「
萬
葉
集
の
古
点
」
、
國
學
院
雑
誌
五
十
三
ノ
ー
、

七
七
ペ
ー
ジ
。
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