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に
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ま
く
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」
と
の
対
比
に
お
い
てll
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武

井

陸
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本
稿
に
お
い
て
使
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

「
古
事
記
大
成
索
引
篇
」
「
万
葉
集
総
索
引
」
「
竹
取
物
語
総
索
引
」
「
源
氏
物
語
大
成
本
文
篇
お
よ
び
索
引
篇
」
「
紫
式
部
日
記
用
語
索
引
」
「
和
泉
式
部

日
記
総
索
引
」
「
更
級
日
記
総
索
引
」
「
清
少
納
言
（
所
謂
枕
草
子

l
l

日
本
古
典
全
集
本
〉
」
「
古
今
和
歌
集
総
索
引
」
「
後
撰
和
歌
集
（
岩
波
文
庫
本
）
」

「
拾
遺
和
歌
集
（
日
本
古
典
全
集
本
）
」
「
伊
勢
物
語
ハ
日
本
古
典
文
学
大
系
本
〉
」
「
徒
然
草
総
索
引
」
「
下
官
集
ハ
国
語
学
大
系
本
）
」
「
仮
名
文
字
遣
ハ
向

上
）
」
「
定
家
卿
仮
名
遣
（
向
上
〉
」
以
下
略
。

な
お
、
用
例
の
所
在
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
記
載
形
式
に
従
っ
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

「
ま
ほ
し
」
と
い
う
か
た
ち
は
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
の
中
に
、
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
初
期
仮
名
文
学
作
品
の
一
例
と
し
て
、
竹
取
物
語
を
と
り

あ
げ
て
み
る
と
、



見
ま
ほ
し
う
す
る

ウ

見
ま
ほ
し
う
て

ウ

ゆ
か
ま
ほ
し
き
所
へ
い
ぬ

二
三
オ

の
ご
と
く
三
例
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
奈
良
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
、
「
ま
ほ
し
」
の
存
在
を
示
す
べ
き
確
か
な
用
例
は
見
当
ら
な
い
。
古
事
記
大
成
索

引
篇
に
よ
れ
ば
、
「
ま
ほ
し
」
の
か
た
ち
が
こ
例
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
「
欲
」
を
正
訓
に
よ
っ
て
よ
ん
だ
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、

資
料
と
す
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
ま
ほ
し
」
の
原
形
と
み
る
べ
き
が
「
ま
く
ほ
し
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
か
た
ち
を
確

実
に
示
す
も
の
は
、

t

マ
タ
ノ
ホ

b
v
キ

美
麻
久
能
冨
之
伎
万
葉
、
巻
二

O
、
四
四
四
九

が
挙
げ
得
る
程
度
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
あ
げ
る
例
に
お
い
て
、
巻
字
を
「
マ
ク
」
、
欲
字
を
「
ホ
シ
」
と
訓
む
こ
と
を
ち
ゅ
う
ち
よ
し
な
い
な
ら
｜
｜
そ
し

て
、
五
あ
る
い
は
七
と
い
う
歌
の
中
で
の
音
の
数
と
の
関
係
か
ら
見
て
も
、
当
面
の
例
に
お
い
て
、
こ
れ
は
自
然
で
あ
る
が
｜
｜
、

勝
勧
告
夕
鶴
ヤ
万
葉
、
巻
一
二
、
二
八
五

高
秒
、

t

マ
タ
ホ
ジ
キ
キ
t

カ
毛

明
日
左
信
見
巻
欲
寸
君
香
聞
万
葉
、
巻
六
、
一

O
一
四

モ
ヲ
マ
タ
ホ
む
キ

守
巻
欲
寸
万
葉
、
巻
一

O
、
一
八
五
八

服
務
庁
総
キ
万
葉
、
巻
九
、
一
七
四
二

な
ど
、
豊
富
な
用
例
が
あ
る
。

以
上
か
ら
だ
け
で
も
、
「
ま
く
ほ
し
」
と
「
ま
ほ
し
」
と
を
比
較
す
る
と
き
、
前
者
が
古
く
、
後
者
が
新
し
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
ま
ほ
し
」
が
新
し
く
お
こ
っ
た
と
き
、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
突
渉
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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物
語
文
学
の
最
高
峰
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
源
氏
物
語
に
は
、
「
ま
ほ
し
」
の
例
は
相
当
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

勺
ね
に
ま
い
ら
ま
ほ
し
く

桐

壷



の
ち
の
か
た
み
に
も
み
ま
は
し
く

す
ぐ
さ
ま
ほ
し
く
な
む

薄竹

河雲

あ
は
れ
に
み
ま
ほ
し

物
思
ひ
し
ら
む
人
に
こ
そ
み
せ
ま
ほ
し
け
れ

の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
例
は
、
源
氏
物
語
大
成
索
引
篇
に
項
目
と
し
て
掲
げ
て
あ
る
も
の
を
数
え
て
も
二
五
八
例
に
及
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
‘
そ

の
反
面
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
例
は
一
例
も
見
出
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
閉
じ
著
者
の
作
と
考
え
ら
れ
る
紫
式
部
日
記
を
み
る
と
、
こ
れ
に
は
、
「
ま
ほ
し
」
の
例
は
、
例
え
ば
、

い
は
ま
ほ
し
く
俄
れ
ど

若

紫

明

石

六
七
頁

い
と
御
ら
ん
ぜ
さ
せ
ま
ほ
し
う
侍
り
し
対
叡
か
な

六
四
頁

六
八
頁

つ
く
ら
ま
ほ
し
う
侍
り

わ
ら
は
さ
ま

な
ほ
童
に
て
あ
ら
せ
ま
ほ
し
き
様
を

ほ
か
げ
ほ
鼠

火
影
華
や
か
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
て
七
五
頁

の
ご
と
く
、
合
計
一
一
例
あ
る
が
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
例
は
見
出
さ
れ
な
い
。

更
に
、
和
泉
式
部
日
記
お
よ
び
更
級
日
記
を
み
て
も
、
「
ま
ほ
し
」
の
例
は
、
前
者
に
七
例
、
後
者
に
六
例
あ
る
が
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
例
は
見
出
さ
れ
な
い
。

枕
草
子
で
も
、
「
ま
ほ
し
」
は
若
干
見
ら
れ
る
が
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
例
は
見
当
ら
な
い
。
す
で
に
挙
げ
た
竹
取
物
語
で
も
、
「
ま
ほ
し
」
三
例
に
対
し
、
「
ま
く

ほ
し
」
は
見
え
な
い
。
た
だ
、
伊
勢
物
語
で
は
、
「
ま
ほ
し
」
の
例
は
な
く
、
「
ま
く
ほ
し
」
が
、

五
八
頁
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い
た
づ
ら
に
行
て
は
き
ぬ
る
物
ゆ
へ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に
誘
は
れ
つ

L

む
が
き
二

ち
は
や
ぶ
る
神
の
斎
垣
も
越
え
ぬ
ベ
し
大
宮
人
の
見
ま
く
ほ
し
さ
に

わ
か

老
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
れ
の
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ
見
ま
く
ほ
し
き
郡
か
な

第
六
五
段

第
七
一
段

第
八
四
段

の
ご
と
く
三
例
あ
る
。



以
上
の
ご
と
く
、
物
語
、
日
記
、
随
筆
の
類
を
見
て
来
る
と
、
伊
勢
物
語
に
於
け
る
例
を
除
け
ば
、
こ
れ
ら
に
は
「
ま
く
ほ
し
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
伊
勢
物
語
に
於
け
る
コ
一
例
に
他
と
区
別
せ
ら
る
べ
き
性
質
が
あ
る
か
を
見
る
と
、
上
の
引
用
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ

れ
ら
が
歌
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
（
な
お
、
源
氏
物
語
の
み
は
、
「
ま
ほ
し
」
の
例
二
五
八
例
中
の
一
例
だ
け
が
歌
の
中
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
）

そ
れ
で
は
、
両
者
の
相
違
を
、
歌
に
用
い
ら
れ
る
か
ー
i

い
わ
ゆ
る
歌
謡
か
｜
｜
否
か
と
い
う
点
で
区
別
し
て
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

右
に
挙
げ
た
諸
文
献
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
一
編
ま
れ
た
歌
集
と
し
て
、
三
代
集
の
例
を
調
べ
て
み
よ
う
。
（
個
々
の
歌
が
作
ら
れ
た
の
は
撰
進
年
代
よ
り
若
干
遡

ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
古
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
作
者
の
名
を
も
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
「
し
ら
ず
」
と
あ

る
の
は
、
「
（
読
み
人
）
し
ら
ず
」
と
明
記
し
て
あ
る
も
の
、
お
よ
び
、
作
者
名
の
記
載
の
な
い
も
の
で
あ
る
J

古
今
和
歌
集
に
は
、
「
ま
ほ
し
」
の
用
例
は
一
例
も
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
例
は
、

い
た
づ
ら
に
行
て
は
き
ぬ
る
物
ゆ
へ
に
み
ま
く
ほ
し
さ
に
い
ざ
な
は
れ
つ
ふ
し
ら
ず

み
て
も
又
ま
た
も
見
ま
く
の
ほ
し
け
れ
ば
な
る
与
を
人
は
い
と
ふ
ぺ
ら
な
り

老
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
れ
も
有
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ
見
ま
く
ほ
し
き
君
哉

わ
だ
の
原
ょ
せ
く
る
波
の
し
ば
ん
＼
も
見
ま
く
の
ほ
し
き
玉
津
嶋
か
も

あ
ひ
み
ま
く
ほ
し
は
か
ず
な
く
有
な
が
ら
人
に
つ
き
な
み
ま
ど
ひ
こ
そ
す
れ

の
五
例
で
あ
る
。
（
す
で
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
第
一
首
自
の
歌
之
同
じ
も
の
、

し
ら
ず

業
平
の
母

し
ら
ず

き
の
あ
り
と
も

六
二
O

- 36 ー

七
五

九
O
O

九

て
い
る
。
〉

お
よ
び
、
第
三
官
自
の
歌
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
が
伊
勢
物
語
に
も
収
め
ら
れ

一
O
二
九

次
に
後
撰
和
歌
集
を
み
る
と
、
「
ま
く
ほ
し
」
は
、

よ
そ
に
の
み
ま
つ
ぞ
か
ひ
な
き
住
の
江
の
行
き
て
さ
へ
こ
そ
み
ま
く
ほ
し
け
れ

別
れ
つ
る
ほ
ど
も
へ
な
く
に
白
浪
の
立
ち
帰
り
て
も
み
ま
く
ほ
し
き
か

延
喜
御
製

つ
ら
ゆ
き

六
五
四

七
三
一



う
ち
か
へ
し
み
ま
く
ぞ
ほ
し
き
古
里
の
や
ま
と
撫
子
色
や
か
は
れ
る

の
三
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
「
ま
ほ
し
」
は
、

身
を
わ
け
で
去
ら
ま
ほ
し
く
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
人
を
苦
し
と
い
ひ
け
る
も
の
を

行
く
方
も
な
く
せ
か
れ
た
る
山
水
の
い
は
ま
ほ
し
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な

つ
ら
く
と
も
あ
ら
む
と
ぞ
思
ふ
よ
そ
に
で
も
人
や
け
ぬ
る
と
聞
か
ま
ほ
し
さ
に

跡
み
れ
ば
心
な
ぐ
さ
の
浜
千
鳥
い
ま
は
声
こ
そ
聞
か
ま
ほ
し
け
れ

あ
し
び
き
の
山
に
生
ふ
て
ふ
も
ろ
か
づ
ら
も
ろ
と
も
に
こ
そ
入
ら
ま
ほ
し
け
れ

ほ
の
み
て
も
目
な
れ
に
け
り
と
聞
く
か
ら
に
臥
し
か
へ
り
こ
そ
し
な
ま
ほ
し
け
れ

引
き
眉
の
か
く
ふ
た
ご
も
り
せ
ま
ほ
し
み
桑
こ
き
た
れ
て
泣
く
を
み
せ
ば
や

か
り
人
の
た
づ
ぬ
る
鹿
は
い
な
ひ
野
に
あ
は
で
の
み
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ

白
河
の
、
滝
の
い
と
見
ま
ほ
し
け
れ
ど
み
だ
り
に
人
は
ょ
せ
じ
も
の
を
や

宮
人
と
な
ら
ま
ほ
し
き
を
女
郎
花
野
辺
よ
り
き
り
の
立
ち
い
で
斗
ぞ
く
る

の
一
O
例
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

最
後
に
拾
遺
和
歌
集
を
み
る
と
、
「
ま
く
ほ
し
」
は
、

ふ
＆

別
れ
路
は
恋
し
き
人
の
文
な
れ
や
遣
ら
で
の
み
こ
そ
見
ま
く
欲
し
け
れ

恋
ひ
死
な
ん
後
は
何
せ
ん
生
け
る
日
の
為
め
こ
そ
人
は
見
ま
く
欲
し
け
れ

三
日
月
の
さ
や
か
に
見
え
ず
雲
隠
れ
見
ま
く
ぞ
欲
し
き
憂
た
て
此
頃

ち
す
た
づ
な
な
づ

雪
を
薄
み
垣
根
に
摘
め
る
か
ら
費
親
眠
さ
は
ま
く
の
欲
し
き
君
か
な

の
四
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
「
ま
ほ
し
」
は
、

ふ
る
さ
と

散
り
散
ら
ず
聞
か
ま
ほ
し
き
を
故
郷
の
花
見
て
帰
る
人
も
逢
は
な
ん

し
ら
ず

し
ら
ず

し
ら
ず

し
ら
ず

し
ら
ず

し
ら
ず

し
ら
ず

忠
房
朝
臣

し
ら
ず務

中し
ら
ず

大し
伴，ら
百’ず
世

藤人
原，麻
長’呂
能

伊

勢

七
九
七

五
七
六

五
九

六
二
八

六
一
一
一
六

六
九
五

八
五
八

八
七
五

一O
一O
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一O
八
八

一
二0
0

四
五
頁

九
八
頁

二
O
頁

一
三
七
頁

九
頁



E

ほ
と
ん
尋
G
す
き
ま

初
声
の
聞
か
ま
ほ
し
さ
に
社
鵠
夜
深
く
目
を
も
覚
し
つ
る
か
な

宇
ま
μり
ひ
と
こ
ゑ

行
き
や
ら
で
山
路
暮
し
つ
ほ
と
と
ぎ
す
今
一
声
の
聞
か
ま
ほ
し
さ
に

別
れ
路
を
隔
つ
る
雲
の
為
め
に
こ
そ
一
扇
一
の
風
を
遺
ら
ま
ほ
し
け
れ

君
が
来
る
宿
に
絶
え
せ
ぬ
滝
の
糸
は
粒
て
見
ま
ほ
し
き
物
に
ぞ
有
り
け
る

か
た
h
p
h
M

＆
ち
申
4

二

逢
ふ
事
の
片
飼
し
た
る
陸
奥
の
来
ま
ほ
し
く
の
み
思
ほ
ゆ
る
か
な

し
づ
こ
・
＝
。

春
は
惜
し
杜
鵠
は
た
聞
か
ま
ほ
し
思
ひ
煩
ふ
静
心
か
な

心
あ
り
て
問
ふ
に
は
有
ら
ず
世
の
中
に
有
り
や
無
し
ゃ
の
聞
か
ま
ほ
し
き
ゃ
そ

の
八
例
で
あ
る
。

源，し
公’ら
忠ず
朝
臣

首旨

主圭＝，
主主

一
五
頁

一
七
頁

四
五
頁

六
三
頁

一
二
四
頁

一
四
三
頁

一
六
三
頁

以
上
の
諸
例
を
通
覧
す
る
と
、
古
今
和
歌
集
の
時
代
に
は
、
「
ま
く
ほ
し
」
は
歌
語
な
い
し
雅
語
と
考
え
ら
れ
、
一
方
、
「
ま
ほ
し
」
は
、
当
代
人
の
意
識
と

し
て
、
俗
語
的
色
彩
を
持
つ
も
の
｜
｜
歌
な
ど
に
よ
む
に
は
適
し
な
い
も
の
ー
ー
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の

発
生
に
於
い
て
俗
詩
的
で
あ
っ
た
「
ま
ほ
し
」
は
、
時
が
た
つ
に
つ
れ
、
そ
の
い
わ
ば
社
会
的
地
位
を
徐
々
に
向
上
さ
せ
て
行
っ
た
、
と
い
う
点
が
認
め
ら
れ

る
。
古
語
で
あ
る
「
ま
く
ほ
し
」
が
普
通
に
は
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
一
般
に
守
旧
的
な
歌
の
世
界
に
の
み
そ
の
使
用
が
限
定
さ
れ
て
行
き
、
遂
に

は
、
世
間
と
し
て
の
生
命
を
失
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
特
殊
な
用
法
と
し
て
、
歌
の
中
で
も
特
に
、
音
節
の
数
を

整
え
る
必
要
の
生
じ
た
際
に
「
ま
く
ほ
し
」
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
点
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
、
「
見
る
」
に
附
せ
ら
れ
る
場
合
、
一
方
に

「
見
ま
ほ
し
け
れ
ど
」
〈
後
撰
、
一O
八
八
〉
「
ハ
経
て
）
見
ま
ほ
し
き
」
（
拾
遣
、
六
一
一
一
頁
）
が
あ
り
、
他
方
に
「
見
ま
く
ほ
し
け
れ
」
（
後
撰
、
六
五
四
。
拾
遣
、

四
五
頁
、
九
八
頁
）
「
見
ま
く
ぞ
ほ
し
き
」
〈
後
撰
、
七
九
七
。
拾
遺
、
一
一O頁
〉
「
見
ま
く
ほ
し
き
か
」
〈
後
撰
、
七
三
一
〉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
音
の
数
を

と
と
の
え
る
上
で
、
両
者
を
使
い
分
け
て
い
た
と
い
う
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
例
の
作
者
に
、
人
麻
呂
（
拾
遺
〉
、
醍
醐
帝
〈
延
喜
御
製
〉
、
つ
ら
ゆ
き
〈
以
上
後
撰
）
の
ご
と
き
名
が
見
え
て
い
る
こ
と
に

は
、
や
は
り
そ
れ
相
応
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
人
麻
呂
の
歌
に
つ
い
て
は
、
万
葉
集
巻
一
一
に
、

若
月
清
不
見
雲
隠
見
欲
宇
多
手
比
日

二
四
六
四

中

務

し
ら
ず

フロ

輔

し
ら
ず



と
い
う
歌
の
あ
る
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
作
者
名
の
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
作
者
の
明
ら
か
で
な
い
ま
ま
に
古
歌
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
来
た
時
、
当
代
に
於
い
て
も
す
ぐ
れ
た
歌
と
認
め
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
作
者
は
、
歌
聖
と
い
わ
れ
る
人
麻
呂
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
人
麻
呂
作

と
い
う
名
の
も
と
に
、
こ
の
歌
集
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
校
本
万
葉
集
に
よ
れ
ば
、
類
底
流
台
集
で
は
本
文
の
下
に
小
字
で
「
人

丸
一
集
－
と
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
か
り
に
人
麻
呂
の
作
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
人
麻
呂
作
と
し
て
当
代
人
に
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

更
に
大
き
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
考
え
て
来
る
と
、
醍
醐
帝
、
つ
ら
ゆ
き
の
場
合
は
、
か
れ
ら
が
こ
れ
ら
の
歌
集
の
編
纂
時
よ
り
一
時
代

前
に
生
き
た
人
で
あ
る
と
い
う
点
が
ま
ず
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
そ
の
作
者
の
作
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
後
撰
、
拾
遺
時
代
の
人
に
は
、
他
の
歌

の
場
合
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
古
歌
と
し
て
、
あ
る
い
は
作
風
の
上
に
一
種
の
古
め
か
し
さ
を
出
そ
う
と
し
た
、
い
わ
ば
ス
タ
イ
ル
の
問
題
と
し
て
受
け
取
ら

れ
た
と
解
釈
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
補
記
参
照
）

「
ま
く
ほ
し
」
と
い
う
か
た
ち
が
、
そ
の
時
代
の
口
語
的
〈
な
い
し
口
語
文
的
〉
表
現
と
し
て
は
、
廃
滅
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
瞬
間
、
「
ま
ほ
し
」
は
俗
語

と
し
て
の
地
位
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
時
期
が
、
右
に
掲
げ
た
後
撰
、
拾
遺
両
和
歌
集
所
載
の
歌
の
作
ら
れ
た
時
期
と
重
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈
な
お
、
国
語
史
の
資
料
と
し
て
時
に
重
用
さ
れ
る
訓
点
資
料
に
は
、
「
ま
く
ほ
し
」
お
よ
び
「
ま
ほ
し
」
の
か
た
ち
は
と
も
に
見

出
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
こ
の
際
意
味
を
持
た
な
い
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
が
行
わ
れ
る
べ
き
一
つ
の
場
を
示
す
も
の
と
云
い
得
ょ
う
。
）
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「
ま
ほ
し
」
の
生
命
は
、
し
か
し
、
さ
し
て
長
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
徒
然
草
の
ご
と
き
、
い
わ
ゆ
る
擬
古
文
｜
｜
平
安
時
代
の
仮
名
文
の
物

語
に
と
ら
れ
て
い
る
文
体
を
模
倣
し
よ
う
と
し
た
文
・
ー
ー
に
於
い
て
、
こ
の
か
た
ち
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
い
わ
ば
上
品
な
い
い
ま
わ
し
と
し
て
、

そ
れ
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
ほ
か
に
も
後
の
時
代
の
文
章
で
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
く
、
例
え
ば
、

徒
然
草
ほ
ど
の
擬
古
文
体
に
於
い
て
で
は
な
く
と
も
、

見
に
行
か
ま
ほ
し
け
れ
ど
宇
治
拾
遺

も
っ
と
も
か
う
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
平
家
物
語

の
ご
と
き
例
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
こ
れ
ら
は
中
世
以
降
の
口
詩
的
表
現
と
は
受
け
取
り
が
た
い
も
の
と
思
う
。
そ
れ
故
、
「
ま
ほ
し
」
が
、
そ
の
時



代
の
生
き
た
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
割
合
に
短
い
期
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
下
筆
者
と
し
て
は
、
そ
の
線
で
考
え
て
み
た

、
。

’u 

更
に
時
代
の
下
っ
た
資
料
と
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
た
る
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
の
中
に
も
、
こ
の
「
ま
ほ
し
」
の
崩
れ
た
か
た
ち
と
思
わ
れ
る

「E
m

向
。
比
ど
が
散
見
さ
れ
る
。Aま
ほ
し
↓
ま
ほ
し
い
V
の
変
化
は
、
当
代
に
於
い
て
す
で
に
、
用
言
の
連
体
形
が
そ
の
終
止
形
を
蚕
食
し
た
結
果
と
見
得
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
は
、
こ
の
「
ま
ほ
し
」
の
か
た
ち
が
当
代
に
な
お
生
き
残
っ
て
い
た
か
の
様
相
を
呈
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
書
で
は
、
「
話
し

こ
と
ば
や
日
常
の
会
話
に
お
け
る
文
体
と
文
書
や
書
物
や
書
状
の
文
体
と
は
全
く
別
で
あ
っ
て
、
云
い
廻
し
な
り
動
詞
の
語
尾
な
り
、
そ
の
中
に
用
ゐ
ら
れ
る

助
辞
な
り
が
た
が
ひ
に
甚
だ
し
く
相
違
し
て
い
る
」
点
を
指
摘
し
て
お
り
（
土
井
忠
生
氏
訳
、
日
本
大
文
典
序
文
〉
、
そ
れ
に
続
く
部
分
で
、
「
本
文
典
の
論
述

に
於
い
て
も
、
話
し
こ
と
ば
で
は
か
く
か
く
用
ゐ
、
書
き
こ
と
ば
で
は
か
く
か
く
用
ゐ
る
と
説
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。
ハ
し
か
し
、
実
際
に
は
、
両
者
の
別

を
明
記
し
て
い
な
い
場
合
が
ま
ま
見
ら
れ
る
J

す
な
わ
ち
、
著
者
は
日
本
語
に
於
け
る
文
語
お
よ
び
口
語
の
別
を
認
め
、
そ
の
両
者
に
つ
き
論
、
述
を
す
す
め

て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
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さ
て
、
本
書
で
は
希
求
の
用
法
の
項
に
「
・
：
：
・
が
な
」
「
：
：
：
た
い
」
を
挙
げ
て
い
な
が
ら
、
「
ま
ほ
し
い
」
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
じ
著
者
に

よ
る
小
文
典
の
方
で
は
「
ま
ほ
し
（
い
ど
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
上
、
犬
文
典
三
五
二
一
貝
の
記
述
で
は
、
平
安
時
代
に
す
で
に
古
詩
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
ま
く
ほ
し
（
い
こ
の
か
た
ち
と
同
列
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。

以
上
の
諸
点
か
ら
、
「
ま
ほ
し
（
い
と
は
「
ま
く
ほ
し
（
い
ご
と
と
も
に
、ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
あ
っ
て
も
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
書
き
こ
と
ば
」
す
な
わ
ち
古

語
意
識
に
支
え
ら
れ
た
文
章
詩
的
な
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
彼
が
か
く
解
す
る
に
つ
い
て
は
、
そ
う
解
す
べ

き
当
代
一
般
の
風
潮
が
、
そ
れ
を
支
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

奈
良
時
代
に
は
、
「
ま
く
」
と
「
ほ
し
」
と
が
結
合
す
る
の
に
特
別
な
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

チ
ヲ
マ
タ
ヲ
シ

t

知
良
麻
久
怨
之
美

万
葉
、

巻
五
、

八
四



見
巻
舌
流
一Fr

ト
カ
マ
ク
ヲ
シ
モ

解
巻
惜
毛

マ
ダ
ヲ
ノ
コ
ロ
モ
キ
ホ
シ
キ
カ

班
衣
服
欲
香

W肋
シ
タ
モ
山
内
一
キ
悦
山
肌
万
葉
、

の
ご
と
く
、
「
ま
く
」
は
「
ほ
し
」
以
外
の
語
と
、
「
ほ
し
」
は
「
ま
く
」
以
外
の
語
と
、
自
由
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

時
代
が
下
っ
て
か
ら
、
一
種
の
慣
用
表
現
と
し
て
、
「
ま
く
ほ
し
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
相
当
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
「
：
：
：
ま
く
の
ほ
し

き
：
：
：
」
「
：
：
：
ま
く
が
ほ
し
」
の
ご
と
く
、
「
ま
く
」
と
「
ほ
し
」
と
を
切
り
は
な
し
て
用
い
る
用
法
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
さ
き
に
掲
げ
た
三
代
集
の
中
の

例
を
見
て
も
、
五
、
七
、
：
：
：
の
ご
と
く
、
歌
と
し
て
五
音
な
い
し
七
音
に
分
け
る
と
、
「
ま
く
ほ
し
」
が
二
つ
の
句
に
ま
た
が
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ

の
際
に
は
そ
の
切
れ
目
は
「
ま
く
」
と
「
ほ
し
」
と
の
聞
に
お
か
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
「
ま
く
」
と
「
ほ
し
」
と
を
切
り
は
な
さ
な
い
で
、
「
ま
く
ほ
し
」

を
一
語
と
解
す
る
が
ご
と
き
説
は
こ
ん
に
ち
見
当
ら
ず
、
こ
れ
はA助
動
詞
「
む
」
の
未
然
形
「
ま
」
＋
カ
行
延
言
の
「
く
」
V
＋
ゐ
形
容
詞
「
ほ
し
」V
と
解

さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
対
し
「
ま
ほ
し
」
は
こ
ん
に
ち
一
般
に
一
語
と
し
て
、
助
動
詞
と
解
す
る
見
方
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

（
た
だ
し
、
広
日
本
文
典
は
、
助
動
詞
「
む
」
が
延
言
に
よ
り
「
ま
く
」
と
な
り
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
「
く
」
が
落
ち
て
「
ま
ほ
し
」
の
か
た
ち
が
生
じ
た
と

「
む
」
の
項
ハ
第
二
四
九
節
）
で
説
き
、
助
動
詞
な
い
し
一
つ
の
品
詞
と
し
て
「
ま
ほ
し
」
を
挙
げ
て
は
い
な
い

J

「
ま
ほ
し
」
は
、
そ
の
成
立
か
ら
見
る
と
、
「
ま
く
ほ
し
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
「
く
」
が
ー
ー
そ
の
附
昭
洛
の
過
程

お
よ
び
原
因
は
本
稿
の
主
題
に
属
さ
ず
当
面
の
問
題
で
は
な
い
｜
｜
脱
落
し
て
、
「
ま
ほ
し
」
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
な
る
た
め
に
は
、

「
ま
く
」
は
「
ほ
し
」
以
外
の
語
に
対
す
る
の
と
異
な
り
「
ほ
し
」
と
、
ま
た
、
「
ほ
し
」
は
「
ま
く
」
以
外
の
語
に
対
す
る
の
と
異
な
り
「
ま
く
」
と
、
強
い

結
び
つ
き
l
l

一
種
の
慣
用
表
現
と
し
て
の
ー
ー
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
「
く
」
の
脱
落
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
結
び
つ
き
は
一
層
緊
密
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

古
今
和
歌
集
に
於
い
て
は
、
「
ま
く
」
が
「
ほ
し
」
以
外
の
諸
に
続
い
て
い
る
例
は
、

お
も
ふ
ど
ち
ま
と
ゐ
せ
る
夜
は
唐
錦
た
与
ま
く
お
し
き
物
に
ぞ
有
け
る
し
ら
ず

巻
二
、

三
二
九

万
葉
、

方
葉
、
巻
一
二
、
二
九
五
一

万
葉
、

巻
七
、
一
二
六
O

巻
七
、
一
一
二
一
四
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い
ざ
こ
与
に
我
世
は
へ
な
む
す
が
は
ら
や
伏
見
の
里
の
あ
れ
ま
く
も
お
し

の
二
例
、
そ
し
て
、
「
ほ
し
」
が
「
ま
く
」
と
は
別
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、

葦
引
の
山
田
の
そ
ほ
づ
を
の
れ
さ
へ
我
を
ほ
し
て
ふ
う
れ
は
し
き
こ
と
し
ら
ず

の
一
例
で
あ
る
。
「
ほ
し
」
は
た
ま
た
ま
一
例
し
か
で
て
こ
な
い
が
、
「
ほ
し
」
の
方
は
、
こ
の
よ
う
に
「
：
；
：
を
・
ほ
し
」
と
い
う
か
た
ち
で
は
、
自

由
な
使
い
方
を
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
右
の
事
実
は
、
す
で
に
「
ま
く
」
と
「
ほ
し
」
と
が
互
い
に
、
他
の
語
と
の
結
び
つ
き
の
場

合
と
は
異
な
る
、
強
い
結
び
つ
き
をll

つ
ま
り
、
「
ま
く
ほ
し
」
と
し
て
｜
｜
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
二
詩
が
い
わ
ば
複
合
し
て
う
ま
れ
た
一
語
と
、
慣
用
的
に
強
い
結
合
関
係
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
語
と
の
境
界
線
は
、
む
し
ろ
一
般
に

は
明
確
に
引
き
難
い
。
当
代
人
の
意
識
と
し
て
l
i

そ
れ
が
そ
の
時
代
の
こ
と
ば
と
し
て
生
き
て
い
た
際
に
｜
｜
「
ま
ほ
し
」
は
ど
の
よ
う
に
把
揮
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
。

し
ら
ず

九
八

一
O
二
七

前
に
掲
げ
た
諸
文
献
の
例
が
、
そ
の
成
立
の
当
時
、
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
た
か
を
う
か
が
う
べ
き
一
つ
の
材
料
と
し
て
、
源
氏
物
語
大
成
索
引
篇
の

「
ま
ほ
し
」
の
項
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
五
八
例
の
表
記
を
、
同
大
成
本
文
篇
に
よ
り
そ
の
底
本
た
る
青
表
紙
本
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
用
例
す
べ

て
が
「
ま
ほ
し
〈
お
よ
び
、
そ
の
活
用
し
た
か
た
ち
｜
｜
以
下
省
略
と
と
さ
れ
て
い
る
。
〈
凡
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
仮
名
遣
い
は
原
本
の
通
り
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
諸
本
と
の
校
異
に
つ
い
て
は
右
の
大
成
本
で
は
仮
名
遣
い
の
相
違
を
掲
げ
て
い
な
い
か
ら
、
諸
本
と
の
異
同
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

J

そ
の
一

部
が
定
家
筆
と
伝
え
ら
れ
る
こ
の
本
文
は
一
種
の
仮
名
遣
い
を
規
範
と
し
て
守
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
資
料
と
し
て
第
一
等
の
そ

れ
と
は
云
い
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
全
用
例
が
例
外
な
く
「
ま
ほ
し
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
、
他
方
、
い
わ
ゆ
る
定
家
仮
名
遣
の
書
た
る
、
下
官

集
、
仮
名
文
字
遣
、
お
よ
び
、
定
家
卿
仮
名
遺
の
三
書
に
よ
る
限
り
、
「
ま
ほ
し
」
は
仮
名
遣
い
の
上
で
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
点
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
「
ま

ほ
し
」
に
関
し
て
は
表
記
を
誤
る
お
そ
れ
が
な
か
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ハ
行
転
呼
の
現
象
が
起

こ
っ
て
、
語
中
語
尾
（
換
言
す
れ
ば
語
頭
以
外
〉
の
ハ
行
音
は
す
べ
て
ワ
行
音
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
事
実
か
ら
、
「
ま
ほ
し
」
は
音
と
し
て
「
マ

オ
シ
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
も
っ
と
も
、
例
え
ば
「
ま
は
ハ
真
帆
〉
」
「
か
た
ほ
（
片
帆
と
の
ご
と
く
、
複
合
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し
て
で
き
た
名
調
の
各
部
分
が
、
一
語
と
し
て
の
中
で
、
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
保
持
し
て
い
る
場
合
、
や
は
り
、
ハ
行
転
呼
の
現
象
は
及
ば
な
い
が
、

た
だ
ち
に
こ
れ
と
右
と
を
同
じ
に
扱
う
こ
と
を
以
上
は
意
味
し
な
い
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い

J

ま
た
、
後
撰
和
歌
集
中
の
「
い
は
ま
ほ
し
く
」
の
例
ハ
五
九
一
）
は
コ
誌
は
ま
ほ
し
」
と
「
岩
間
ほ
し
」
と
を
、
そ
し
て
、
拾
遺
和
歌
集
中
の
「
来
ま
ほ
し

く
」
の
例
（
古
典
会
集
本
一
二
四
頁
〉
は
「
来
ま
ほ
し
」
と
「
駒
ほ
し
」
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
か
け
た
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
か
け
得
た
と
い
う
こ
と
も
小

さ
な
こ
と
な
が
ら
見
逃
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
発
生
に
於
い
て
「
マ
ホ
シ
」
で
あ
っ
た
「
ま
ほ
し
」
は
、
右
の
諸
点
、
お
よ
び
、
前
述
の
ご
と
く
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
に
「

E
9
2
弘
ど
の
か
た

ち
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
「
マ
オ
シ
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
ま
ほ
し
」
が
ず
っ
と
「
マ
ホ
シ
」
で
あ
っ
て

「
マ
オ
シ
」
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
に
ひ
と
つ
の
意
味
を
見
出
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
ハ
行
転
呼
の
現
象

は
そ
れ
ぞ
れ
の
語
に
於
い
て
、
そ
の
語
頭
以
外
に
あ
ら
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
「
ま
ほ
し
」
が
「
マ
ホ
シ
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
代
人
に

と
っ
て
一
時
間
で
は
な
く
、
す
く
な
く
と
も
一
世
間
的
で
は
な
く
、
「
ま
」
と
「
ほ
し
」
と
の
二
つ
の
要
素
な
い
し
は
噴
の
結
合
し
た
も
の
と
意
識
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
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ま
た
、
後
撰
和
歌
集
中
の
「
見
ま
ほ
し
け
れ
ど
」
の
例
（
一
O
八
八
〉
は
、

し
ら
か
は
の
・
た
き
の
い
と
み
ま
・
ほ
し
け
れ
ど
・
：
：
：

の
ご
と
く
区
切
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
ま
ほ
し
」
が
右
の
よ
う
に
両
分
さ
れ
得
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
証
左
と
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

「
ま
ほ
し
」
が
一
時
間
と
解
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
来
然
形
接
続
で
希
望
を
あ
ら
わ
ず
助
動
詞
と
と
ら
れ
、
そ
の
活
用
形
は
、

ま
ほ
し
く

ま
ほ
し
き

ま
ほ
し
け
れ

ま
ほ
し
く
ま
ほ
し

と
さ
れ
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。

と
れ
は
、
あ
る
い
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
各
活
用
形
か
ら
「
ま
」
を
取
り
表
れ
ば
、
「
欲
す
る
」
の
意
を
あ
ら
わ
す
形
容
詞
「
ほ
し
」
の
活
用
と
全
く
一



致
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
ま
」
は
、
「
ま
く
ほ
し
」
の
「
ま
」
が
一
般
に
未
来
の
助
動
詞
「
む
」
の
来
然
形
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
同
様
に
、

「
む
」
の
来
然
形
と
解
し
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ひ
と
が
或
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
、
そ
の
欲
せ
ら
れ
る
対
象
は
来
来
の
こ
と
で
あ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
ま
」
＋
「
ほ
し
」
は
「
：
：
：
で

あ
ろ
う
’
こ
と
を
欲
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
、
結
局
、
一
般
の
文
法
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
助
動
詞
「
ま
ほ
し
」
の
用
法
と
同
じ
こ

と
に
な
り
、
ま
た
、
同
時
に
、
お
の
お
の
の
用
例
を
十
分
説
明
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

文
法
上
の
分
類
に
は
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
各
人
の
解
釈
が
入
っ
て
来
る
。
従
っ
て
、
「
ま
」
＋
「
ほ
し
」
と
し
て
助
動
詞
「
ま
ほ
し
」
を
認
め
ぬ
こ
と
は
そ

れ
自
体
正
し
く
、
他
の
区
分
が
誤
り
で
あ
る
と
は
云
い
得
ぬ
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
と
に
、
こ
の
場
合
「
む
」
が
そ
の
来
然
形
か
ら
用
言
に
接
続
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
例
外
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
し
て
、
ま
た
、
「
ま
」
に

「
ほ
し
」
が
接
続
し
た
か
た
ち
ー
ー
す
な
わ
ち
「
ま
ほ
し
」
l

！
の
用
例
は
相
当
に
多
い
か
ら
、
今
日
的
視
野
に
於
い
て
、
教
育
を
目
的
と
し
て
の
文
法
の
記

述
の
際
、
助
動
調
「
ま
ほ
し
」
を
一
つ
の
諮
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
そ
の
こ
と
と
し
て
、
意
味
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
平
安
時
代
人
の
意
識
を
根
抵
に
お
い
て
考
察
す
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
持
つ
単
位
と
し
て
、
「
ま
」
と
「
ほ
し
」
と
が
独
立
し
た
地
位
を
占

め
て
い
た
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
は
以
上
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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な
お
、
「
ま
ほ
し
」
と
逆
の
意
味
を
持
っ
か
た
ち
に
、

こ
の
き
み
の
御
わ
ら
は
す
か
た
い
と
か
へ
ま
う
く
お
ほ
せ
と

た
た
人
に
て
は
あ
た
ら
し
く
み
せ
ま
う
き
御
さ
ま
を

源
氏
、
柄
誠

源
氏
、
紅
梅

か
す
な
ら
ぬ
身
を
み
ま
う
く
お
ほ
し
す
て
む
源
氏
、
葵

の
ご
と
く
、
そ
の
用
例
ほ
さ
し
て
多
く
な
い
に
せ
よ
、
「
ま
う
し
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
様
に
、
「
ま
」
と
「
う
し
（
憂
し
ご
と
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ち
な
み
に
、
助
動
詞
「
ま
う
し
」
を
た
て
る
文
法
書
の
例
は
、
い
ま
だ
僅
か
し
か
管
見
に
入
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
「
ま
う
し
」
の
場
合
、

こ
れ
を
特
に



助
動
詞
の
一
と
し
て
た
て
る
と
し
て
も
、
そ
の
実
用
的
価
値
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
方
法
論
的
に
い
え
ば
、
筆
者
は
、
問
題
を
主
と
し
て
共
時
論
的
な
視
野
に
お
い
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
亀
井
孝
先
生
は
、
「
ま
ほ
し
」

の
廃
誠
を
歴
史
的
す
な
わ
ち
通
時
論
的
な
視
野
に
お
い
て
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
し
で
あ
っ
て
、
先
生
に
よ
れ
ば
、
「
ま
ほ
し
」
の
生
命
の
弱
か
っ
た
こ
と

自
体
が
、
「
ま
ほ
し
」
の
「
マ
オ
シ
」
で
な
く
「
マ
ホ
シ
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
解
し
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
方
、
も
し

「
ま
ほ
し
」
が
そ
の
合
成
を
か
た
く
し
て
音
韻
の
面
で
「
マ
オ
シ
」
の
形
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
意
味
の
上
で
反
対
の
「
ま
う
し
」
と
の
衝
突
の
お

こ
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
不
都
合
が
、
ま
た
「
マ
ホ
シ
」
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と

も
、
こ
れ
は
、
一
旦
、
「
ま
う
し
」
が
成
立
し
た
段
階
で
の
は
な
し
で
、
「
ま
う
し
」
自
体
の
発
生
は
、
「
ま
・
ほ
し
」
に
対
す
る
類
推
に
も
と
ず
く
も
の
で
、

A「
ま
く
う
し
」
↓
「
ま
う
し
」
V
の
過
程
を
経
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
御
説
に
よ
れ
ば
、
他
方
、
「
ま
・
う
し
」
を
間
接
的
な
て
が

か
り
と
し
て
、
「
ま
ほ
し
」
は
、
や
は
り
、
「
ま
・
ほ
し
」
す
な
わ
ち
「
ま
」
と
「
ほ
し
」
と
に
分
析
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
得
る
。
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〈
補
記
〉
拾
遺
和
歌
集
に
於
け
る
大
伴
ノ
百
世
の
歌
に
つ
い
て
は
、
万
葉
集
巻
四
に
、
弧
悲
死
牟
後
者
何
為
牟
生
日
之
為
社
妹
乎
欲
見
為
礼
五
六
O

と
い
う
類
歌
が
あ
る
。


