
12

『万
葉
集
』
二
六
五
番
歌
の
考
察
1
「
狭
野
の
渡
り
」
を
中
心
に
ー

、

は
じ
め
に

　
長
忌
寸
奥
麻
呂
歌
一
首

苦
し
v
も
零
り
来
る
雨
か
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
三
、
二
六
五
）

右
の
歌
は
藤
原
定
家
の

　
百
首
歌
奉
り
し
時

駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
陰
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
、
冬
歌
、
六
七
こ

の

本
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
定
家
が
詠
ん
だ
歌
は
雨
を
雪
に
変

え
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
馬
を
配
し
時
刻
を
夕
暮
れ
時
に
設
定
し

た

和
歌
で

あ
る
。
藤
原
定
家
が
詠
ん
だ
歌
は
コ
帯
を
白
l
色
に
し

て

降
る
雪
の
中
を
、
旅
人
が
一
人
、
馬
を
進
め
悩
ん
で
い
る
情
景
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
　
藤
　
　
久
瑠
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
こ

優
雅

な
声
調
に
よ
る
標
砂
と
し
た
幽
玄
な
画
趣
で
あ
る
」
の
に
対
し

て
、
長
忌
寸
奥
麻
呂
が
詠
ん
だ
歌
は
降
っ
て
来
る
雨
の
ど
う
し
よ
う

も
な
さ
を
訴
え
つ
つ
、
r
家
も
あ
ら
な
く
に
」
と
旅
の
苦
難
と
寂
真

を
訴
え
る
。

　
従
来
、
専
ら
『
万
葉
集
』
二
六
五
番
歌
は
「
神
の
埼
」
、
F
狭
野
の

渡
り
」
の
所
在
地
の
比
定
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
所
在

は
大
和
国
と
す
る
説
、
近
江
国
と
す
る
説
、
紀
伊
国
と
す
る
説
、
和

泉
国
と
す
る
説
の
四
説
が
あ
る
。
近
年
に
至
っ
て
も
定
説
と
呼
べ
る

説

は
な
い
が
、
紀
伊
国
を
有
力
と
す
る
説
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま

た
r
神
の
埼
」
に
つ
い
て
の
訓
読
も
諸
説
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

は

地
理
的
比
定
に
基
づ
く
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
地
理
的
比
定
に
留

ま
る
ば
か
り
で
当
該
歌
の
歌
枕
「
狭
野
の
渡
り
」
に
つ
い
て
の
考
究

は

あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
稿
は

歌
枕

「
狭
野
の

渡
り
」
に
注
目
し
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書

紀
』
『
万
葉
集
』
な
ど
の
「
渡
り
」
に
つ
い
て
整
理
し
な
が
ら
、
後

の
時
代
に
本
歌
取
り
さ
れ
た
散
文
作
品
内
の
『
万
葉
集
』
二
六
五
番



歌

「苦
し
く
も
零
り
来
る
雨
か
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
に
家
も
あ
ら
な

v
に
」
を
意
識
し
た
場
面
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
o

二
、
二
六
五
番
歌
の
研
究
史

　
当
該
歌
に
お
け
る
研
究
史
は
常
に
「
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
」
の
所

在
地
の

考
証
で
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
は
平
安
時
代
以
来
長
ら
く
続
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
諸
説
唱
え
ら
れ
て
き
た
。

　
『
五
代
集
歌
枕
』
巻
下
二
十
九
「
崎
」
で
「
み
わ
の
さ
き
」
を
大

和
国
と
し
、
『
八
雲
御
抄
』
巻
第
五
「
渡
」
で
も
「
み
わ
の
さ
き
」
「
さ

の

の

渡

り
」
を
大
和
国
と
し
た
o
他
、
大
和
説
以
外
の
有
力
説
と
し

て

近
江
説
が
対
立

し
て
い
た
o
中
村
一
基
氏
曰
く
、
近
世
の
国
学
者

た
ち
に
よ
り
調
査
・
研
究
さ
れ
る
ま
で
「
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
」
の

所
在
地
は
大
和
説
と
近
江
説
だ
っ
た
ら
し
い
が
近
世
以
降
に
紀
伊
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　

が
台
頭
し
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
三
説
を
疑
っ
た
土
屋
文
明
氏

が
新
た
に
『
私
注
』
で
和
泉
説
を
提
示
し
た
。
近
代
の
注
釈
書
は
『
私

注
』
以
外
全
て
紀
伊
説
を
採
る
。

　
大
和
説
を
述
べ
る
猪
股
静
彌
氏
は
紀
伊
説
を
否
定
し
、

『万
葉
集
』
の
注
釈
書
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
和
歌
山
県
、
紀
伊

半
島
南
端
に
近
い
新
宮
市
三
輪
崎
町
の
地
と
決
め
て
疑
わ
な

い
o
そ
の
発
端
は
、
契
沖
が
人
づ
て
に
聞
い
た
地
名
を
、
そ
の

ま
ま
詠
歌
の
地
と
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
説
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
奥
麿
の
旅
が
何
で
あ
っ
た
と
か
、
二
つ
の
地
名
の
関
係
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
こ

　
　
ど
何
一
つ
考
察
さ
れ
て
は
い
な
い
。

と
述
べ
る
が
、
は
た
し
て
実
際
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
先
行
研
究

で
指
摘
さ
れ
る
通
り
神
武
紀
即
位
前
期
戊
午
年
六
月
二
十
三
日
の
条

に

は

二
六
五
番
歌
と
表
記
が
同
l
の
F
狭
野
」
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、

神
武
天
皇
の
軍
が
東
征
の
途
中
に
「
狭
野
」
の
地
を
越
え
て
「
熊
野

神
邑
」
に
至
っ
た
記
事
の
一
部
で
あ
る
。

六
月
の
乙
未
の
朔
に
し
て
丁
巳
に
、
軍
名
草
邑
に
至
り
、
即
ち

名
草
戸
畔
と
い
ふ
者
を
詠
つ
。
戸
畔
、
此
に
は
妬
聾
と
云
ふ
。

遂

に
狭
野
を
越
え
、
而
し
て
熊
野
の
神
邑
に
到
り
、
且
天
盤
盾

に
登
り
、
伍
り
て
軍
を
引
き
漸
に
進
む
。
海
中
に
し
て
卒
に
暴

風
に

遇

ひ
、
皇
舟
漂
蕩
ふ
。
時
に
稲
飯
命
、
乃
ち
嘆
き
て
曰
く
、

「
嵯
乎
、
吾
が
祖
は
則
ち
天
神
、
母
は
則
ち
海
神
な
り
。
如
何

に

ぞ
我
を
陸
に
厄
め
、
復
我
を
海
に
厄
む
る
」
と
の
た
ま
ふ
。

言
ひ

詑
へ
、
乃
ち
剣
を
抜
き
海
に
入
り
、
鋤
持
神
に
化
為
り
た

ま
ふ
o
三
毛
入
野
命
、
亦
恨
み
て
曰
は
く
、
r
我
が
母
と
嬢
と
は
、

並
び

に
是
海
神
な
り
。
何
為
ぞ
浪
瀾
を
起
て
て
灌
溺
れ
し
む
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

と
の
た
ま
ひ
、
則
ち
浪
秀
を
蹟
み
て
常
世
郷
に
往
で
ま
し
ぬ
。

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
三
、

　
　
　
　

神
武
天
皇
即
位
前
期
戊
午
年
六
月
二
十
三
日
の
条
）

傍
線
部
原
文
「
遂
越
二
狭
野
一
而
到
二
熊
野
神
邑
一
」
と
当
該
歌
「
狭

野
の
渡
り
」
が
同
じ
場
所
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ

13



て

い

る
。
ま
た
稲
飯
命
が
海
に
入
っ
て
鋤
持
神
と
な
り
、
三
毛
入
野

命
が
常
世
国
に
渡
っ
た
と
い
う
畏
敬
す
べ
き
伝
承
地
と
し
て
「
神
の

埼
」
の
名
称
で
あ
る
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
万
葉
集
』

巻
九
「
大
宝
元
年
辛
丑
の
冬
十
月
に
、
太
上
天
皇
・
大
行
天
皇
、
紀

伊
国
幸
せ
る
時
の
歌
十
三
首
」
の
中
に

風
無
の

浜
の
白
波
い
た
づ
ら
に
こ
こ
に
寄
せ
来
る
見
る
人
な
し
に

一
に
云
ふ
、
「
こ
こ
に
寄
せ
来
も
」

　
右

の
一
首
、
山
上
臣
憶
良
の
類
聚
歌
林
に
曰
く
、
長
忌
寸
意
吉

　
麻
呂
、
詔
に
応
へ
て
こ
の
歌
を
作
る
、
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
九
、
＝
ハ
七
三
）

と
い
う
歌
が
あ
る
よ
う
に
「
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
」
す
な
わ
ち
奥
麻
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

が
紀
伊
国
へ
の
行
幸
に
従
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

の

行
幸
に
つ
い
て
の
記
載
は
『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
九
月
の
条

に

も
見
ら
れ
、
『
万
葉
集
』
中
に
も
巻
一
に
は
「
大
宝
元
年
辛
丑
の

秋
九
月
、
太
上
天
皇
、
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
の
歌
（
五
四
～
五
六
）
」

と
い
う
題
詞
を
持
つ
和
歌
が
三
首
あ
り
、
巻
二
の
一
四
六
番
歌
に
は

F大
宝
元

年
辛
丑
、
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
に
結
び
松
を
見
る
歌
一
首

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
集
の
中
に
出
で
た
り
」
と
あ
る
。

　
以
上
の

こ
と
は
全
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
な
の
か
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
に
は
「
み
わ
が
崎
と
云

は

紀
伊
国
牟
漏
郡
に
て
新
宮
よ
り
那
智
へ
行
道
の
海
辺
な
り
」
と
述

べ
ら
れ
、
大
和
説
や
近
江
説
を
紹
介
す
る
も
紀
伊
説
を
採
用
し
て
い

る
。
ま
た
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
で
草
野
隆
氏
は
「
佐
野
の
渡

り
」
は
「
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎
町
と
そ
の
南
の
佐
野
町
の
一
帯
」

を
指
し
、
そ
こ
に
「
木
ノ
川
が
熊
野
灘
に
そ
そ
ぎ
、
渡
し
場
が
あ
っ

た
ら
し
い
」
。
そ
し
て
、
『
五
代
集
歌
枕
』
や
『
八
雲
御
抄
』
が
大
和

国
と
す
る
の
は
「
奥
麻
呂
の
歌
に
詠
歌
事
情
の
わ
か
る
題
詞
・
左
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
む

が
な
い
こ
と
に
よ
る
誤
認
か
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

　
地
名
所
在
の
考
証
が
さ
れ
て
き
た
「
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
」
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
前
述
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
現
在
最
も
有
力
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
モ
ソ

あ
る
と
さ
れ
る
紀
伊
説
を
採
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な

る
ま
い
。
伊
藤
博
氏
は
万
葉
歌
の
型
式
に
「
『
家
1
1
故
郷
』
と
『
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
な
エ
ど

1
1
異
郷
』
と
を
対
比
」
し
て
嘆
き
を
述
べ
る
型
式
が
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
す
る
。
こ
の
伊
藤
氏
の
「
家
」
と
「
旅
」
の
対
比
は
対
概
念
と

し
て
定
説
化
し
て
い
る
。
当
該
歌
を
旅
中
の
歌
と
解
す
注
釈
書
は
多

数
あ
る
。
ま
た
『
新
勅
撰
集
』
覇
旅
歌
の
部
立
に
も
入
集
し
て
い
る
。

　
か

つ
て

の
注
釈
書
は
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
を
「
雨
の
降
る
に
、

雨
や

ど
り
す
べ
き
家
も
な
き
よ
と
な
り
（
『
講
義
』
）
」
、
r
雨
を
避
く

べ
き
家
も
無
い
の
で
あ
る
（
『
全
註
釈
』
）
」
と
解
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

F神
の
埼
狭
野
の
渡
り
」
の
周
囲
に
は
雨
宿
り
で
き
る
家
が
な
く
住

人
も
建
物
も
な
い
場
所
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
『
八
雲
御
抄
』
巻

第
五
「
渡
」
に
も
「
み
わ
の
さ
き
。
家
な
し
。
さ
の
・
渡
は
家
な
し

14



と
万
葉
に
も
い
へ
り
」
と
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
思
い
浮

か

べ

る
情
景
は
そ
の
よ
う
な
何
も
な
い
土
地
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

従
来
は
そ
の
よ
う
に
雨
宿
り
す
る
家
が
な
い
、
と
解
し
て
地
理
的
比

定
を
行
っ
て
い
た
。

　
た
だ
し
『
講
義
』
『
全
註
釈
』
の
よ
う
な
解
釈
だ
け
で
は
な
く
、

諸
注
釈
を
見
る
に
「
家
」
は
A
「
雨
宿
り
す
る
家
」
、
B
「
宿
る
べ

き
家
」
、
C
F
妻
子
が
い
る
家
」
、
D
r
家
族
」
の
以
下
の
如
く
四
説

に

分
類
で

き
る
。
『
八
雲
御
抄
』
の
よ
う
に
A
「
雨
宿
り
す
る
家
が

な
い
」
と
解
釈
さ
れ
た
の
は
『
講
義
』
『
全
註
釈
』
『
大
系
』
『
注
釈
』

な
ど
の
注
釈
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
派
生
し
て
か
B
説
の
『
私
注
』
は
「
イ

へ
は

人
家
で
あ
る
が
、
作
者
を
中
心
に
考
へ
れ
ば
宿
る
べ
き
家
と
い

ふ
位
の
意
が

こ
め
ら
れ
て
居
る
と
見
て
よ
い
」
と
述
べ
、
『
窪
田
評
釈
』

gv
　
r
r
家
」
は
、
宿
を
借
り
る
べ
き
家
」
と
い
う
意
と
解
釈
さ
れ
て

い

る
。
で
は
近
年
の
注
釈
書
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
総
じ
て
O
説

を
採
択
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
新
全
集
』

の

み
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
を
「
家
の
者
も
い
な
い
の
に
」
と
訳
し
「
特

に
旅
先
の
夫
が
留
守
居
の
妻
を
さ
し
て
い
う
」
と
解
す
。
こ
れ
は
D

説
に
該
当
す
る
『
全
集
』
が
「
家
人
と
て
い
な
い
の
に
」
と
解
し
た

流
れ
を
汲
ん
で
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　
他
、
文
献
や
論
文
を
分
析
す
る
と
B
説
で
あ
る
犬
養
孝
氏
は
「
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ

た
す
か
ぎ
り
や
ど
る
べ
き
家
一
つ
な
い
荘
漠
た
る
景
観
」
と
述
べ
、

久
松
潜
一
氏
は
「
と
ま
る
宿
も
見
つ
か
ら
な
い
の
に
雨
ま
で
降
っ
て

　
　
　
　
ハ
ぱ
　
ロ

来
た

の
意
」
と
解
す
。
ま
た
、
新
垣
幸
得
氏
は
「
途
中
に
人
家
も
な

　
バ
ラ
ス

い
礫
利
の

原
で
、
行
き
な
ず
む
が
、
佐
野
の
渡
し
を
渡
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
こ
は
渡
し
を
渡
れ
ば
向
い
は
山
で
家
な
ど
な
い
山
道
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
佐
野
の
渡
り
に
は
家
も
な
い
と
い
う
の
に
、
と
い
う
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

v
先
の
不
安
が
明
ら
か
に
口
を
つ
い
て
出
て
来
た
の
で
あ
る
」
と
説

V
o
そ
し
て
、
C
説
で
あ
る
土
佐
秀
里
氏
「
「
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
」

と
は
、
建
物
l
つ
な
い
荒
野
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
所

在
が
不
明
な
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
有
名
な
渡
し
場
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
で
も
家
屋
の
い
v
つ
か
は
建
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ニ
　

だ
そ
こ
に
妻
の
い
る
「
我
が
家
」
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
」
と

解
釈
す
る
。

　
当
該
歌
に
対
し
て
注
釈
書
『
新
考
』
『
全
釈
』
『
総
釈
』
『
全
訳
注
』
『
全

解
』
は
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
の
「
家
」
に
つ
い
て
r
家
も
な
い
の

に
」
と
訳
す
が
、
そ
れ
が
「
ど
う
い
う
家
な
の
か
」
に
つ
い
て
は
語

ら
れ
な
い
。

　

ど
う
や
ら
一
九
七
〇
年
代
以
降
か
ら
C
「
妻
子
が
い
る
家
」
説
が

表
出
す
る
ま
で
、
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
に
「
家
も
な
い
の
に
」
と
い

う
こ
と
は
、
A
「
雨
宿
り
を
す
る
家
」
が
な
い
、
と
解
す
説
が
通
説

で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
A
説
の
諸
注
釈
は
「
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
」

を
「
今
通
る
神
の
崎
や
狭
野
の
渡
に
雨
や
ど
り
す
べ
き
家
も
無
き
に
、

わ

び
し
く
く
る
し
く
も
降
り
く
る
雨
か
な
（
『
講
義
』
）
」
、
r
古
人
の

衣
服
は
、
植
物
性
で
あ
っ
て
、
雨
に
対
し
て
反
発
力
が
無
い
の
で
、

雨
に

逢
う
こ
と
を
非
常
に
苦
し
く
感
じ
て
ゐ
る
（
『
全
註
釈
』
）
」
な

ど
雨
宿
り
も
で
き
な
い
ほ
ど
苦
し
く
降
る
雨
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
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い

た
。
次
に
B
「
宿
る
べ
き
家
」
と
は
、
A
説
と
意
義
を
同
じ
く
雨

を
回
避
す
べ
く
「
泊
ま
る
家
」
と
し
て
解
し
て
い
る
。

　
し
か
し
『
万
葉
集
』
の
「
イ
へ
」
と
「
ヤ
ド
」
は
意
味
が
異
な
っ

て

い

る
。
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
家
」
と
は
単
な
る
建
造
物
で
な

い

こ
と
は
諸
先
学
に
て
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
イ
へ
」
と
「
ヤ
ド
」
の
意
味
の
違
い
に
つ
い
Y
1
九
七
O
年
『
萬

葉
』
で
真
鍋
次
郎
氏
は
「
た
び
、
や
ど
り
、
い
ほ
り
が
す
べ
て
臨
時
的
・

一
時
的
の
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
い
へ
は
す
ま
ひ
、
生
活
の
場
と

し
て
恒
久
・
恒
常
的
の
も
と
の
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
と
述

べ
、
「
雨
や
ど
り
等
の
非
恒
常
生
活
の
も
の
と
み
る
こ
と
は
、
少
く

と
も
万
葉
語
と
し
て
の
r
家
」
の
用
語
例
に
反
す
る
」
と
指
摘
さ
れ

た
。
ま
た
、
真
鍋
氏
は
「
私
注
の
い
は
ゆ
る
「
宿
る
べ
き
」
家
と
い

ふ
、
そ
の
「
宿
る
」
と
「
家
」
と
は
同
l
事
物
に
対
す
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
異
っ
た
目
的
意
識
、
異
っ
た
姿
勢
に
よ
っ
て
把
握
せ
ら
れ

た
、
次
元
を
異
に
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
同
一
線
上
に
並
び
得
る
も

の

で
は

な
い
」
と
B
説
に
批
判
を
述
べ
、
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
は
、

雨
宿

り
す
る
建
造
物
が
な
い
の
で
は
な
く
、
r
作
者
は
そ
こ
に
濡
れ

衣
を
あ
ぶ
り
干
す
等
そ
の
身
辺
を
何
く
れ
と
世
話
し
て
v
れ
る
妻
の

姿
を
大
き
く
意
識
し
、
更
に
そ
の
妻
と
遠
く
離
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
感

　
　
　
　
な
エ
ニ

じ
て
ゐ
た
」
と
解
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
『
萬
葉
』
で
真
鍋
氏

の
説

に
補
説
を
加
え
吉
井
巌
氏
は
「
イ
へ
」
と
「
ヤ
ド
」
の
違
い
か

ら
　
r
r
い
へ
」
は
後
に
残
し
て
き
た
生
活
の
本
拠
へ
、
「
や
ど
」
は
こ

れ
か

ら
泊
す
べ
き
場
所
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
て
、
旅
中
に
あ
っ

て
、
二
つ
の
語
に
託
し
て
い
る
作
者
の
心
の
方
向
は
全
く
正
反
対
で

　
な
ナ
　
　

あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
三
語
の
辞
典
『
家
』
』
で
も
「
家
」
は
特
に
「
我
が
家
」

を
意
味
す
る
例
が
多
く
、
「
家
」
と
い
う
の
は
「
妻
を
は
じ
め
と
す

る
家
族
と
と
も
に
真
の
や
す
ら
ぎ
を
得
る
場
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ア
　
　

き
て
い
く
う
え
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
も
感
じ
て
い
た
も
の
」
で
あ

る
、
と
指
摘
さ
れ
た
。

　
以
上
の

こ
と
か
ら
、
C
説
と
D
説
は
作
者
の
「
心
の
方
向
性
」
と

し
て
は
同
じ
で
あ
ろ
う
が
、
「
家
族
」
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な

v
「
妻
子
が
い
る
我
が
家
」
が
よ
り
適
当
だ
ろ
う
。

三
、
『
万
葉
集
』
「
～
の
渡
り
」
歌
に
つ
い
て

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
当
該
歌
の
大
ま
か
な
研
究
史
を
述
べ
て
き
た
が
、

今
度
は
「
渡
り
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
「
渡
り
」
と
は
渡
し
場
、
船
着
き
場
、
な
ど
の
意
で
使
用
さ

れ

る
。
平
安
時
代
に
な
る
と
あ
る
地
域
一
帯
を
漠
然
と
指
す
言
葉
の

r辺
り
」
と
し
て
「
わ
た
り
」
が
使
用
さ
れ
る
が
、
万
葉
の
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

は
そ
の
よ
う
な
意
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

F渡
り
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
一
方
の
岸
か
ら
他
方
の
岸
へ
渡
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
～
の
渡
り
」
と
さ
れ
て
い
る
場
所
が
海
か
川

な
の
か
断
定
で
き
な
い
渡
り
も
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
「
対
馬
の
渡
り
」

の

よ
う
に
海
の
渡
り
も
あ
り
、
「
宇
治
の
渡
り
」
の
よ
う
に
川
の
渡

り
も
あ
る
。
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『
万
葉
集
』
に
は
「
渡
り
」
を
詠
む
歌
が
十
四
首
あ
り
、
当
該
歌

を
含
め
た
「
対
馬
」
「
狭
野
」
「
宇
治
」
「
許
我
」
「
武
庫
」
な
ど
の
「
渡

　
　
　
　
　
　
　
ぐ
と
ナ
モ
ソ

り
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
「
安
の
渡
り
」
「
去
年
の
渡
り
」

F年
の
渡
り
」
　
F
出
の
渡
り
」
な
ど
の
四
首
が
天
の
川
に
関
し
て
の
和

歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
天
の
川
」
関
連
の
「
渡
り
」
歌
と
当
該
歌

を
除
い
た
残
り
の
九
首
を
見
て
い
く
。

　
　
　
三
野
連
名
欠
け
た
り
の
入
唐
す
る
時
に
、
春
日
蔵
首
老

　
　
　
の
作
る
歌

①

あ
り
ね
よ
し
閨
凹
海
中
に
幣
取
り
向
け
て
早
帰
り

　
来
ね

（『万
葉
集
』
巻
一
、
－
〈
1
　
1
）

②
玉
梓
の
道
行
く
人
は
あ
し
ひ
き
の
山
行
き
野
行
き
に
は

　

た
つ
み
川
行
き
渡
り
鯨
魚
取
り
海
道
に
出
で
て
畏
き
や

　

圏
凹
は
吹
く
風
も
の
ど
に
は
吹
か
ず
立
つ
波
も

　
お
ほ

に

は

立

た
ず
と
ゐ
波
の
塞
ふ
る
道
を
誰
が
心
い
た

　

は
し
と
か
も
直
渡
り
け
む
直
渡
り
け
む
（
『
万
葉
集
』
巻

　
十
三
、
三
三
三
五
）

　
　
　
或
本
の
歌

　
　
　
備
後
の
国
の
神
島
の
浜
に
し
て
、
調
使
首
、
屍
を
見
て

　
　
　
作

る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

③
玉
梓
の
道
に
出
で
立
ち
あ
し
ひ
き
の
野
行
き
山
行
き
に

　
は

た

つ
み

川

行

き
渡
り
鯨
魚
取
り
海
道
に
出
で
て
吹
く

　
風

も
お
ほ
に
は
吹
か
ず
立
つ
波
も
の
ど
に
は
立
た
ぬ
畏

　

き
や
圏
の
し
き
波
の
寄
す
る
浜
辺
に
高
山
を

　

隔
て
に
置
き
て
浦
ぶ
ち
を
枕
に
巻
き
て
う
ら
も
な
く
こ

　
や

せ

る
君
は
母
父
が
愛
子
に
も
あ
ら
む
若
草
の
妻
も
あ

　

ら
む
と
家
問
へ
ど
家
道
も
言
は
ず
名
を
問
へ
ど
名
だ
に

　

も
告
ら
ず
誰
が
言
を
い
た
は
し
と
か
も
と
ゐ
波
の
畏
き

　
海
を
直
渡
り
け
む
（
『
万
葉
集
』
巻
十
三
、
三
三
三
九
）

　
　
　
天
平
二
年
庚
午
の
冬
十
一
月
、
大
宰
帥
大
伴
卿
大
納
言

　
　
　
に
任
ぜ
ら
れ
帥
を
兼
ね
る
こ
と
旧
の
如
し
、
京
に
上
る

　
　
　
時
に
、
僚
従
等
別
に
海
路
を
取
り
て
京
に
入
る
。
こ
こ

　
　
　
に

覇
旅
を
悲
傷
し
、
各
所
心
を
陳
べ
て
作
る
歌
十
首

④
た
ま
は
や
す
厨
固
圏
に
天
伝
ふ
日
の
暮
れ
行
け
ば
家

　
を
し
そ
思
ふ
（
巻
十
七
、
三
八
九
五
）

⑤
ち
は
や
人
團
圏
の
瀬
を
早
み
逢
は
ず
こ
そ
あ
れ
後

　
も
我
が
妻
（
巻
十
一
、
二
四
二
八
）

⑥

そ
ら
み
つ
大
和
の
国
あ
を
に
よ
し
奈
良
山
越
え
て
山
背

　
の

管
木
の
原

ち
は
や
ぶ
る
日
圏
瀧
つ
屋
の
阿

　
後
尼
の

原
を
千
年
に
欠
く
る
こ
と
な
く
万
代
に
あ
り
通

　

は
む
と
山
科
の
石
田
の
杜
の
す
め
神
に
幣
取
り
向
け
て

　
我
れ
は
越
え
行
く
逢
坂
山
を
（
巻
十
三
、
三
二
三
⊥
ハ
）

⑦
大
君
の
命
畏
み
見
れ
ど
飽
か
ぬ
奈
良
山
越
え
て
真
木

　
積

む
泉
の
川
の
早
き
瀬
を
樟
さ
し
渡
り
ち
は
や
ぶ
る

　
日

閨
の
た
き
つ
瀬
を
見
つ
つ
渡
り
て
近
江
道
の

　
逢
坂

山
に
手
向
け
し
て
我
が
越
え
行
け
ば
楽
浪
の
志
賀
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の
唐

崎
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む
道
の
隈
八
十
隈

　
ご

と
に
嘆
き
つ
つ
我
が
過
ぎ
行
け
ば
い
や
遠
に
里
離
り

　
来
ぬ

い
や

高
に
山
も
越
え
来
ぬ
剣
太
刀
鞘
ゆ
抜
き
出
で

　
て

伊
香
胡
山
い
か
に
か
我
が
せ
む
ゆ
く
へ
知
ら
ず
て
（
巻

　
十
1
1
1
、
1
1
1
1
　
l
四
O
）

⑧
大

崎
の
［
閲
閨
延
ふ
葛
の
ゆ
く
へ
も
な
く
や
恋
ひ
わ

　
た
り
な
む
（
巻
十
二
、
三
〇
七
l
　
1
）

⑨
麻
久
良
我
の

閨
凹
の
韓
揖
の
音
高
し
も
な
寝
な
へ

　
子
ゆ
ゑ
に
（
巻
十
四
、
三
五
五
五
）

　
①
は
「
対
馬
の
渡
り
」
は
神
へ
と
捧
げ
る
供
物
の
意
で
あ
る
「
幣
」

が
詠
み
込
ま
れ
、
②
③
は
「
神
」
を
冠
す
る
「
神
の
渡
り
」
、
④
は
「
武

庫
の
渡
り
」
は
霊
魂
信
仰
に
関
す
る
「
た
ま
は
や
す
」
が
枕
詞
と
し

て

か
か
り
、
⑤
⑥
⑦
は
「
宇
治
の
渡
り
」
に
激
し
い
威
力
を
宿
す
霊

格
を
示
す
言
葉
で
あ
る
「
ち
は
や
ぶ
る
」
が
枕
詞
と
し
て
か
か
る
、

な
ど
「
神
」
に
関
す
る
の
語
句
が
含
ま
れ
る
歌
が
七
首
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
①
は
和
歌
自
体
に
「
神
」
に
関
連
す
る
語
句
が
詠
み
込

ま
れ
、
②
③
は
「
渡
り
」
に
「
神
」
を
冠
し
、
④
⑤
⑥
⑦
は
「
渡
り
」

に
か
か
る
枕
詞
に
超
自
然
的
霊
格
を
宿
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
し
、
残
り
二
首
は
「
神
」
に
関
す
る
語
句
は
見
ら
れ
な
い
。

　
①
の
和
歌
は
三
野
連
が
唐
へ
渡
る
時
に
一
日
も
早
い
帰
国
を
願
っ

て
作
ら
れ
た
歌
で
あ
り
、
対
馬
の
港
か
ら
出
船
の
折
に
は
海
原
へ
「
幣
」

を
捧
げ
な
さ
い
、
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
海
原
へ
『
幣
』
を
捧

げ

な
さ
い
」
に
は
三
野
連
に
無
事
に
帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
、
と
い
う

思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
詠
歌
に
は

旅

中
の
無
事
を
祈
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
人
々
が
海
に
神
の
威
光

を
感
じ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
そ
れ
は
「
荒
津
の
海
我
れ
幣
奉
り

斎
ひ

て

む
早
帰
り
ま
せ
面
変
り
せ
ず
（
巻
十
二
、
三
二
一
二
一
）
」
か
ら

も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
の
人
々
が
海
に
神

の

威
光
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
『
万
葉
集
』
中
に
「
海
神
」
を
詠
む

歌
が
十
二
例
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
②
③
の
和
歌
は
、
い
ず
れ
も
海
の
「
渡
り
」
で
あ
る
。
そ
の
場
所

は

う
ね
る
波
が
海
道
を
立
ち
塞
が
り
、
海
風
も
穏
や
か
で
は
な
い
、

と
詠
む
。
そ
う
し
た
波
風
の
強
さ
を
「
畏
き
」
と
感
じ
て
い
る
の
だ

ろ

う
。
「
神
の
渡
り
」
は
海
難
事
故
が
多
発
す
る
ほ
ど
に
通
行
の
難

所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
畏
怖
が
所
以
と
な
り
「
神
」

と
冠
す
る
渡
り
の
名
称
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
土
佐
秀
里
氏
も
「
あ

ま
を
と
め
玉
求
む
ら
し
奥
つ
浪
恐
き
海
に
船
出
せ
り
見
ゆ
（
巻
六
、

1
O
O
三
、
葛
井
大
成
）
」
や
「
大
海
の
波
は
畏
し
し
か
れ
ど
も
神

を
斎
祀
り
て
船
出
せ
ば
い
か
に
（
巻
七
、
一
二
三
二
）
」
な
ど
を
例
に

あ
げ
、
「
「
海
」
「
波
」
を
「
畏
し
」
と
形
容
し
た
例
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
荒
れ
る
波
浪
に
人
々
が
強
い
霊
威
を
感
じ
て
い
た
こ
と

が
分
か

る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
景
行
記
に
は

其
よ
り
入
り
幸
し
て
、
走
水
海
を
渡
り
し
時
に
、
圓
閨
、
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浪
を
興
し
、
船
を
廻
せ
ば
、
進
み
渡
る
こ
と
得
ず
。
爾
く
し
て
、

其
の
后
、
名
は
弟
橘
比
売
命
、
白
し
し
く
、
「
妾
、
御
子
に
易
り
て
、

海
の

中
に
入
ら
む
。
御
子
は
、
遣
さ
え
し
政
を
遂
げ
、
覆
奏
す

べ
し
」
と
ま
を
し
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
事
記
』
中
巻
、
景
行
天
皇
）

と
、
弟
橘
比
売
命
が
人
身
供
犠
と
な
る
こ
と
で
「
渡
り
の
神
」
を
鎮

め

る
こ
と
は
土
佐
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の

他
、
応
神
記
に
も
「
渡
り
の
神
」
は
見
ら
れ
、

是

に
、
天
之
日
矛
、
其
の
妻
の
遁
げ
し
こ
と
を
聞
き
て
、
乃
ち
追

ひ

渡

り
来
て
、
難
波
に
到
ら
む
と
せ
し
間
に
、
面
團
、

塞
ぎ
て
入
れ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
事
記
』
中
巻
、
応
神
天
皇
）

と
、
妻
の
追
う
天
之
日
矛
の
行
く
手
を
「
渡
り
の
神
」
が
塞
ぐ
。
い

ず
れ
も
渡
り
難
い
場
所
で
あ
る
こ
と
が
「
走
水
海
」
と
い
う
激
流
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ナ
ひ

海
で
あ
る
こ
と
、
「
難
波
」
と
い
う
地
名
か
ら
も
分
か
る
。
「
渡
り
の

神
」
は
「
畏
れ
」
ら
れ
る
と
同
時
に
前
述
し
た
応
神
記
の
よ
う
に
通

行
を
妨
げ
る
こ
と
か
ら
、
時
に
人
々
を
苦
し
め
る
災
禍
の
源
と
し
て

討
伐
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
景
行
紀
二
十
七
年
十
二
月
、
日
本
武
尊
が
海
路
よ
り
倭
に
帰
る
折

り
に
穴
済
の
神
と
柏
済
の
神
を
退
治
す
る
。
景
行
紀
二
十
八
年
の
春

二
月
の
一
日
の
条
に
は

日
本
武
尊
、
熊
襲
を
平
け
し
状
を
奏
し
て
日
さ
く
、
F
臣
、
天

皇
の

神
霊
を
頼
り
て
、
兵
を
一
た
び
挙
げ
て
、
頓
に
熊
襲
の

魁

帥
者
を
謙
し
、
悉
に
其
の
国
を
平
け
る
。
是
を
以
ち
て
、

西

州
既
に
謡
り
、
百
姓
事
無
し
。
唯
し
田
圓
酬
閨
と

ffe
w
l
s
s
g
の
み
、
皆
害
ふ
心
有
り
て
、
毒
気
を
放
ち

て

路
人

を
苦
し
び
し
め
、
並
に
禍
害
の
藪
を
為
れ
り
。
故
、
悉

に
其
の
悪
神
を
殺
し
、
並
に
水
陸
の
径
を
開
け
り
」
と
ま
を
す
。

（
『日
本
書
紀
』
巻
第
七
、
景
行
天
皇
二
十
八
年
春
二
月
一
日
の
条
）

と
「
吉
備
の
穴
済
の
神
」
と
「
難
波
の
柏
済
の
神
」
の
二
神
を
悪
神

と
見
な
し
、
詠
殺
し
水
陸
両
路
を
開
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
海
の
渡
り
に
は
神
が
い
る
、
と
信
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
荒

れ

る
海
波
に
は
神
の
威
光
を
人
々
は
感
じ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
畏

れ

ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
時
に
「
渡
り
の
神
」
は
鎮
め
ら
れ
た
り
、

悪
神
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
退
治
さ
れ
た
り
も
し
た
。
や
は
り
「
海
を

渡

る
」
と
い
う
こ
と
は
通
行
上
の
難
所
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
証
拠
に
④
は
一
見
す
る
と
、
武
庫
の
渡
し
場
で
日
が
暮
れ
る

と
家
の
こ
と
ば
か
り
思
う
、
と
い
う
望
郷
の
思
い
だ
け
を
詠
ん
だ
歌

の

よ
う
で
あ
る
が
、
枕
詞
「
た
ま
は
や
す
」
と
「
天
伝
ふ
」
に
は
神

霊
信
仰

を
読
み
取
れ
る
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
た
ま
は

や

す
」
を
「
お
そ
ら
く
魂
H
賞
ス
で
あ
っ
て
、
何
か
信
仰
に
関
し
た
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も
の
で
あ
ろ
う
」
と
記
す
。
そ
の
う
え
『
万
葉
語
誌
』
で
多
田
一
臣

氏
は

「
天
」
を
「
神
話
的
世
界
観
に
お
い
て
神
々
の
住
む
天
上
世
界

を
い
う
の
が
原
義
。
後
に
、
自
然
的
存
在
と
し
て
の
天
空
を
も
意
味

す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
背
後
に
天
上
世
界
の
存
在
が

　
　
　
　
　
　
　
な
ナ
　
　

意
識
さ
れ
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
全
て
の
和
歌
に

お

い
て

「
天
」
に
は
天
上
世
界
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
、
と
は

言
え
な
い
。
し
か
し
枕
詞
「
た
ま
は
や
す
」
を
考
慮
す
る
と
、
④
の

和
歌
に

は

海
路

に
「
神
」
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
で

は
、
川
の
渡
り
に
は
霊
威
を
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
⑤
⑥
⑦
の
如
く
　
r
宇
治
の
渡
り
」
に
r
ち
は
や

ぶ

る
」
が
か
か
る
歌
は
『
万
葉
集
』
だ
け
で
な
く
、
同
じ
話
が
載
っ

て

い

る
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
古
代
歌
謡
に
も
二
首
ず

つ
見
ら
れ
る
。

a
ち
は
や
ぶ
る
園
圏
凹
に
－

　
本
書
紀
』
四
二
、
ち
は
や
人
）

b
ち
は
や
人
固
‖
に
…
…

　
本
書
紀
』
四
三
）

…
二
『
古
事
記
』
五
〇
）
二
『
日

（『古
事
記
』
五
一
Y
（
『
日

　

a
は
兄
の
大
山
守
命
が
弟
の
宇
遅
能
和
紀
郎
子
を
殺
す
こ
と
を
謀

略
す

る
も
、
逆
に
兄
が
騙
し
討
ち
さ
れ
川
の
中
に
落
と
さ
れ
た
と
き

に
兄
が
流
さ
れ
な
が
ら
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
b
は
兄

の
遺
体
を
引
き
上
げ
た
と
き
に
弟
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

rち
は
や
ぶ
る
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
a
の
み
『
日
本

書
紀
』
で
は
波
線
部
が
「
ち
は
や
人
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
「
ち
は
や
ぶ
る
」
を
多
田
氏
は
「
ハ
ヤ
は
勢
い
の
激
し
さ
を

示

し
、
ブ
ル
（
フ
ル
）
は
そ
の
勢
い
が
広
範
囲
に
発
揮
さ
れ
て
い
る

状
態
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
人
間
の
生
み
出
す
秩
序
の
外
側
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　
　

て
、
そ
の
秩
序
を
打
ち
破
る
恐
ろ
し
い
力
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
る
。

ま
た
、
「
ち
は
や
ぶ
る
」
は
「
神
」
を
導
く
言
葉
に
も
か
か
る
枕
詞

で
あ
る
。
や
は
り
宇
治
川
が
急
流
で
あ
り
、
通
過
す
る
こ
と
が
困
難

だ

っ

た
こ
と
か
ら
「
宇
治
」
に
「
ち
は
や
ぶ
る
」
が
か
か
る
の
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
『
万
葉
集
』
の
「
渡
り
」
歌
は
、
①
和
歌
自
体
に
「
神
」

に

関
連
す
る
語
句
が
詠
み
込
ま
れ
、
②
③
は
「
渡
り
」
に
「
神
」
を

冠

し
、
④
⑤
⑥
⑦
は
「
渡
り
」
に
か
か
る
枕
詞
に
超
自
然
的
霊
格
を

宿
し
て
い
る
、
と
分
析
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
万
葉
人
が
「
渡
り
」

に

「神
」
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
人
々
に
と
っ

て

は
「
神
」
こ
そ
が
崇
り
を
及
ぼ
す
存
在
で
あ
り
、
反
対
に
「
神
」

こ
そ
が
加
護
を
授
け
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
期
待
の

裏
に
は
畏
怖
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
他
、
⑧
「
荒
磯
の
渡
り
」
は
そ
の
名
称
の
如
き
様
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
し
、
⑨
「
許
我
の
渡
り
」
は
所
在
地
未
詳
で
あ
る
が
、
も
し

『
五

代
集
歌
枕
』
が
示
す
「
下
総
国
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
西
行

法
師
が
武
蔵
国
と
下
総
国
と
の
国
境
付
近
で
「
霧
深
き
こ
が
の
渡

り
の
渡
し
守
岸
の
船
着
き
お
も
ひ
さ
だ
め
よ
（
『
万
代
和
歌
集
』
巻

十
七
、
三
四
二
九
）
」
と
詠
ん
だ
場
所
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
渡
り
難
い
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場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
万
葉
人
に
と
っ
て
川
海
の
「
渡
り
」

上
の
難
所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

と
は
、
旅
中
に
お
い
て
通
行

四
、
平
安
時
代
以
降
の
「
狭
野
の
渡
り
」
に
つ
い
て

　
と
こ
ろ
で
、
左
の
歌
『
万
葉
集
』
一
二
二
六
番
歌
は
当
該
歌
の
「
神

の
埼
狭
野
の

渡
り
」
と
同
所
の
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎
と
考
え
ら

れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

111se
の

崎
荒
磯
も
見
え
ず
波
立
ち
ぬ
い
つ
く
ゆ
行
か
む
避
き
道

は
な
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『万
葉
集
』
巻
七
、
一
二
二
六
）

　
波
線
部
は
原
文
表
記
で
「
神
前
」
で
あ
り
「
神
」
を
冠
す
る
が
、

も
し
二
六
五
番
歌
「
神
の
埼
」
と
同
所
で
あ
れ
ば
、
よ
り
紀
伊
説
が

有
力
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
、
当
該
歌
「
狭
野
の
渡
り
」
は
「
避
き
道

は

な
し
」
と
詠
む
ほ
ど
に
渡
り
難
い
場
所
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。

　
神
武
紀
即
位
前
期
戊
午
年
六
月
二
十
三
日
の
条
に
見
え
る
「
狭
野
」

と
当
該
歌
「
狭
野
の
渡
り
」
を
同
所
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
、

畏
敬
す
べ
き
伝
承
地
と
し
て
「
神
の
埼
」
の
名
称
で
あ
る
、
と
主
張

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
土
佐
氏
は
そ
の
神
武

紀
を
例
に
あ
げ
「
こ
の
地
で
海
難
に
遭
い
、
結
局
、
神
武
の
兄
で
あ

る
イ
ナ
ヒ
と
ミ
ケ
イ
リ
ヌ
（
ノ
）
の
二
人
が
人
身
御
供
と
し
て
入
水

す

る
こ
と
に
な
る
。
意
吉
麻
呂
の
「
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
」
が
、
こ

の
伝
承
を
想
起
さ
せ
る
べ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
地
名
で
あ
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
海
難
と
死

の

記
憶
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
「
神

の
埼
狭
野
の
渡
り
」
が
紀
伊
国
で
あ
る
と
い
う
土
地
柄
を
考
慮
す
る

と
、
そ
の
神
性
は
無
視
で
き
な
い
。
神
代
紀
一
書
第
五
に
は

一
書

に
曰
く
、
伊
弊
再
尊
、
火
神
を
生
み
た
ま
ふ
時
に
、
灼
か

れ
て

神
退
去
り
ま
す
。
故
、
紀
伊
国
の
熊
野
の
有
馬
村
に
葬
り

ま
つ
る
。
土
俗
、
此
の
神
の
魂
を
祭
る
に
は
、
花
の
時
に
は
亦

花
を
以
ち
て
祭
る
。
又
鼓
・
吹
・
幡
旗
を
用
ち
て
、
歌
舞
ひ
て

祭
る
。

　
　
　
　
　
　

（
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
、
神
代
上
一
書
第
五
）

と
、
伊
弊
再
尊
が
紀
伊
国
の
熊
野
に
葬
ら
れ
、
そ
の
土
地
の
人
々
に

祀

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
古
来
、
紀
伊
国
の
熊
野
が
神
聖
な

土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
土
地
へ
と
奥
麻
呂
は
赴
い
た
の
で
あ
る
。
任
地
や
目

的
地
へ
と
赴
く
官
人
た
ち
の
孤
独
感
は
覇
旅
歌
な
ど
に
詠
ま
れ
る
通

り
だ
。
「
旅
」
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
安
心
で
き
る
「
家
」
か

ら
離
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
過
酷
さ
は
「
死
」
と
隣
り

合
わ

せ
だ

っ

た
。
そ
れ
こ
そ
「
天
地
の
神
も
助
け
よ
草
枕
旅
行
く
君
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が
家
に

至

る
ま
で
（
巻
四
、
五
四
九
）
」
と
、
「
神
」
に
祈
る
ほ
ど
に

旅
中
の
無
事
を
願
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
旅
先
で
奥
麻
呂
が
妻
子
の
待
つ
家
を
恋
し
く
思
う
の
は
当
然
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ニ
ナ
ニ

あ
ろ
う
。
況
し
て
や
、
畏
敬
さ
れ
た
神
聖
な
土
地
で
「
雨
」
が
降
っ

て

来

る
の
で
あ
る
。
「
苦
し
く
も
」
に
は
、
そ
ん
な
奥
麻
呂
の
孤
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　
　
ニ
　

と
望
郷
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
単
純
に
苦

し
く
も
降
り
来
る
雨
か
ら
逃
れ
る
べ
く
雨
宿
り
す
る
家
が
な
い
、
と

詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　
し
か
し
、
後
に
本
歌
取
り
さ
れ
た
作
品
を
見
て
い
く
と
、
「
家
も

あ
ら
な
く
に
」
の
結
句
は
「
雨
宿
り
す
る
家
も
な
い
」
と
解
釈
さ
れ

て

い

た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
が
『
八
雲
御
抄
』
巻
五
「
渡
」
の

項

目
に
は
「
み
わ
の
さ
き
。
家
な
し
。
さ
の
・
渡
は
家
な
し
と
万
葉

に
も
い
へ
り
」
の
如
V
当
該
歌
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
以
降
の
「
狭
野
の
渡
り
」
は
和
歌
だ
け
で
な
く
、
物
語

や
紀
行
文
な
ど
に
見
ら
れ
『
宇
津
保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
『
吉
野
詣
記
』

『佐
野
の
わ

た

り
』
『
雨
月
物
語
』
『
紫
の
一
本
』
な
ど
の
作
品
で
「
狭

　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ぽ
ニ
　
ニ
ニ

野
の
渡
り
」
が
見
出
せ
る
。
特
に
『
源
氏
物
語
』
「
東
屋
」
『
佐
野
の

わ
た
り
』
『
雨
月
物
語
』
で
は

雨
や
や

降
り
来
れ
ば
、
空
は
い
と
暗
し
。
宿
直
人
の
あ
や
し
き

声

し
た
る
、
夜
行
う
ち
し
て
、
「
家
の
辰
巳
の
隅
の
崩
れ
い
と

危
し
。
」
こ
の
、
人
の
御
車
入
る
べ
く
は
、
引
き
入
れ
て
御
門

鎖

し
て
よ
．
か
か
る
、
人
の
供
人
こ
そ
、
心
は
う
た
て
あ
れ
」

な
ど
言
ひ
あ
へ
る
も
、
む
く
む
く
し
く
聞
き
な
ら
は
ぬ
心
地
し

た
ま
ふ
。
「
佐
野
の
わ
た
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に
」
な
ど
口
ず

さ
び
て
、
里
び
た
る
貰
子
の
端
つ
方
に
ゐ
た
ま
へ
り
。

　
　
さ
し
と
む
る
む
ぐ
ら
や
し
げ
き
東
屋
の
あ
ま
り
ほ
ど
ふ
る

　
　
雨

そ
そ
き
か
な

と
う
ち
払
ひ
た
ま
へ
る
追
風
、
い
と
か
た
は
な
る
ま
で
東
国
の

　
　
　
　
　
　
ハ
エ
ニ
　
　
ソ

里
人
も
驚
き
ぬ
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
「
東
屋
」
）

さ
て
、
廿
四
日
、
初
瀬
路
に
出
立
ち
て
、
三
輪
が
崎
行
く
ほ
ど
、

雨
俄
に

降
り
き
ぬ
。
か
の
万
葉
の
古
言
た
t
t
”
今
の
や
う
に
思
ひ

出
ら
れ
て
、
「
雨
宿
り
を
」
な
ど
人
ミ
言
ひ
し
も
、
「
い
つ
に
か

家
も
あ
ら
ん
」
と
、
濡
れ
ー
行
く
過
る
に
、
飽
か
ぬ
心
地
し
て
、

返

す
ぐ
「
佐
野
の
わ
た
り
に
」
な
ど
う
ち
吟
じ
？
、
泊
瀬

　
　
　
　
　
ニ
　
　
ザ

寺
に
着
き
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『佐
野
の
わ
た
り
』
）

女
、
「
し
ば
し
宥
さ
せ
給
へ
」
と
て
、
ほ
ど
な
き
住
ひ
な
れ
ば

つ
ひ

並
ぶ
や
う
に
居
る
を
、
見
る
に
近
ま
さ
り
し
て
、
此
の
世

の

人

と
も
思
は
れ
ぬ
ば
か
り
美
し
き
に
、
心
も
空
に
か
へ
る
思

ひ

し
て
、
女
に
む
か
ひ
、
「
貴
な
る
わ
た
り
の
御
方
と
は
見
奉

る
が
、
三
山
詣
や
し
給
ふ
ら
ん
。
峰
の
温
泉
に
や
出
で
立
ち
給
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ふ

ら
ん
o
か
う
す
ざ
ま
し
き
荒
磯
を
何
の
見
所
あ
り
て
狩
く
ら

し
給
ふ
。
こ
こ
な
ん
い
に
し
へ
の
人
の
、

　
　
く
る
し
く
も
ふ
り
く
る
雨
か
1
1
1
a
s
が
崎
佐
野
の
わ
た
り
に

　
　
家
も
あ
ら
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
キ
　
　
ハ
　

と
よ
め
る
は
、
ま
こ
と
け
ふ
の
あ
は
れ
な
り
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
雨
月
物
語
』
巻
之
四
、
蛇
性
の
婬
）

と
、
当
該
歌
を
意
識
し
た
場
面
が
登
場
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
薫

が
隠
れ
家
の
三
条
の
小
屋
に
い
る
浮
舟
を
訪
問
し
、
賓
子
の
端
で
待

た
さ
れ
て
い
た
と
き
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
と
き
雨
が
降
っ
た
の
を

見

て
、
薫
は
「
さ
し
と
む
る
む
ぐ
ら
や
し
げ
き
東
屋
の
あ
ま
り
ほ
ど

ふ

る
雨
そ
そ
き
か
な
」
と
詠
ん
だ
。
こ
の
和
歌
が
巻
名
の
由
来
で
あ

る
ほ
ど
に
、
こ
の
場
面
は
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
た
、
『
佐
野
の
わ
た
り
』
は
宗
碩
が
伊
勢
へ
下
向
す
る
途
中
に

F三
輪
が
崎
」
に
行
く
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、
『
万
葉
集
』
二
六
五
番

歌
を
思
い
出
し
「
佐
野
の
わ
た
り
に
」
と
吟
じ
た
。
た
だ
し
、
宗
碩

著
『
佐
野
の
わ
た
り
』
の
「
三
輪
が
崎
」
は
紀
伊
国
で
は
な
く
、
大

和
国
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
既
に
『
五
代
集
歌
枕
』
や
『
八
雲
御
抄
』

の

よ
う
に
誤
認
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
駿
文
に
は
「
此
旅

の

日
記
は
、
1
1
1
a
s
が
崎
の
雨
の
景
色
忘
れ
が
た
き
に
よ
り
記
し
つ
け

侍
れ

ば
、
佐
野
の
わ
た
り
と
や
申
す
べ
か
ら
ん
」
と
あ
る
ほ
ど
に
、

宗
碩
に
と
っ
て
古
歌
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
情
景
は
感
動
す
る
も
の

だ

っ

た

の
だ

ろ
う
し
、
『
源
氏
物
語
』
同
様
に
書
名
の
由
来
と
な
る

場
面
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
歌
が
紀
伊
国
だ
と
す
れ
ば
、
宗
碩
が

見

た
古
歌
の
如
き
情
景
と
実
際
に
奥
麻
呂
が
詠
ん
だ
情
景
は
全
く
異

な
り
、
的
外
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
そ
し
て
、
『
雨
月
物
語
』
は
紀
伊
国
の
三
輪
が
崎
に
住
む
大
宅
豊

雄
が
激
し
い
雨
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
そ
の
辺
の
漁
師
小
屋
に
立
ち
入

り
雨
宿
り
し
て
い
る
と
、
暫
く
し
て
美
し
い
女
が
訪
ね
て
一
緒
に
雨

宿
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
該
歌
を
譜
ん
じ
て
古
の
歌
人
が
詠
ん

だ

土
地

と
紹
介
し
、
今
日
は
そ
っ
く
り
そ
の
よ
う
な
風
情
で
あ
る
、

と
大
宅
曲
豆
雄
が
女
に
言
う
、
そ
の
一
場
面
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は

F三
輪
が
崎
」
「
佐
野
」
が
大
和
国
で
は
な
く
、
紀
伊
国
と
し
て
出
る

の
は

興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
本
筋
か
ら
逸
れ
て
し
ま
う
の
で
指
摘

す

る
に
留
め
る
。
『
雨
月
物
語
』
は
当
二
六
五
番
歌
全
て
を
引
用
し

て

い
る
。

　
い
ず
れ
も
「
雨
」
が
降
り
、
「
佐
野
の
あ
た
り
」
に
は
「
雨
宿
り

す
る
家
」
が
な
い
、
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

前
述
し
た
通
り
、
当
該
歌
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
は
「
妻
子
が
い
る

家
も
な
い
の
に
」
と
解
釈
す
べ
き
だ
が
、
平
安
時
代
以
降
、
そ
の
よ

う
な
意
味
は
消
失
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
強
い
て
言
え
ば
『
万

葉
集
』
中
の
r
海
原
に
浮
き
寝
せ
む
夜
は
沖
つ
風
い
た
く
な
吹
き
そ

妹
も
あ
ら
な
く
に
（
巻
十
五
、
三
五
九
二
）
」
や
r
筑
紫
に
廻
り
来
り
、

海
路

に
て
京
に
入
ら
む
と
し
、
播
磨
国
の
家
島
に
至
り
し
時
に
作
る

歌
五
首
」
が
題
の
「
家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
海
原
を
我
が
恋
ひ

来
つ
る
妹
も
あ
ら
な
く
に
（
巻
十
五
、
三
七
一
八
）
」
の
如
v
、
F
家

23



も
あ
ら
な
く
に
」
は
「
妹
も
あ
ら
な
く
に
」
と
同
義
で
使
用
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
当
該
歌
「
狭
野
の
渡
り
」
の
「
渡
り
」
は
旅
中
の
歌
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
岸
か
ら
岸
へ
と
移
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、

定
家
が
詠
ん
だ
「
駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
陰
も
な
し
佐
野
の
わ
た

り
の
雪
の
夕
暮
」
含
め
、
『
源
氏
物
語
』
「
東
屋
」
『
佐
野
の
わ
た
り
』
『
雨

月
物
語
』
は
移
動
す
る
「
渡
り
」
と
し
て
の
意
義
が
全
く
な
い
の
で

あ
る
。
平
安
時
代
以
降
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
を
「
雨
宿
り
す
る
家
」

と
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
該
歌
「
渡
り
」
を
「
辺
り
」

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
致
し
方
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
意
で
も

通
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
定
家
が
「
袖
う
ち
は
ら
ふ
陰
も
な

し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
」
と
本
歌
取
り
し
た
結
果
、
益
々
奥

麻
呂
が
伝
え
た
か
っ
た
歌
と
は
か
け
離
れ
た
趣
旨
が
広
ま
っ
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
定
家
が
詠
ん
だ
歌
の
本
歌
取
り
と
し
て
有
名
な
当

該
歌
で
あ
る
が
、
定
家
の
歌
と
奥
麻
呂
の
歌
は
趣
意
が
異
な
る
も
の

で
あ
る
。
後
世
に
お
い
て
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
の
趣
旨
は
伝
わ
る

こ
と
が
な
く
、
歌
枕
「
狭
野
の
渡
り
」
は
「
佐
野
の
辺
り
」
に
変
質

し
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　
従
来
、
専
ら
『
万
葉
集
』
二
⊥
ハ
五
番
歌
「
苦
し
v
も
零
り
来
る
雨

か
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に
」
は
「
神
の
埼
」
や
F
狭

野
の
渡
り
」
の
所
在
地
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
所
在
は

大
和
説
、
近
江
国
説
、
紀
伊
説
、
和
泉
説
の
四
説
が
あ
る
が
、
現
在

は

紀
伊
国
を
有
力
と
す
る
説
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う

し
た
地
理
的
比
定
に
留
ま
る
ば
か
り
で
当
該
歌
の
歌
枕
「
狭
野
の
渡

り
」
に
つ
い
て
の
考
究
は
あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
い
。

　
も
し
、
「
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
」
が
紀
伊
国
だ
と
す
れ
ば
、
神
武

紀
即
位
前
期
戊
午
年
六
月
二
十
三
日
の
条
に
見
え
る
「
遂
に
狭
野
を

越
え
、
而
し
て
熊
野
の
神
邑
に
到
り
」
の
文
に
あ
る
「
狭
野
」
と
当

該
歌

「
狭
野
の
渡
り
」
は
同
所
で
あ
り
、
か
つ
稲
飯
命
と
三
毛
入
野

命
が
海
に
入
っ
て
人
身
御
供
と
な
っ
た
畏
敬
す
べ
き
伝
承
地
と
し
て

F神
の

埼
」
の
名
称
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
土
地
柄
を
考

慮
す
る
と
「
神
の
埼
」
は
神
聖
な
土
地
で
あ
る
こ
と
が
三
ロ
え
る
。
ま
た
、

こ
の
地
は
暴
風
が
吹
く
ほ
ど
に
海
は
荒
れ
、
そ
れ
に
よ
り
稲
飯
命
と

三
毛
入
野
命
が
海
に
入
っ
て
人
身
御
供
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
通
行
上
の
難
所
と
し
て
F
死
」
を
想
像
し
て
も
お
か
し
く

は
な
い
。

　
そ
も
そ
も
万
葉
人
に
と
っ
て
「
旅
」
と
は
「
死
」
と
隣
り
合
わ
せ

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
旅
中
で
「
渡
り
」
と
は
通
行
上
の
難
所
で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
を
称
す
る
か
の
如
く
『
万

葉
集
』
の
「
～
の
渡
り
」
歌
に
は
「
神
」
に
関
す
る
語
句
を
詠
み
込

む
も
の
、
F
神
」
を
冠
す
る
「
渡
り
」
が
あ
る
も
の
、
r
渡
り
」
に
超

自
然
的
な
霊
格
を
宿
す
枕
詞
が
か
か
る
も
の
、
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ

ほ

ど
ま
で
に
そ
の
場
所
が
甚
だ
渡
り
難
い
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ

の

よ
う
な
場
所
に
は
畏
怖
を
感
じ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
「
神
」
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こ
そ
が
加
護
を
授
け
て
く
れ
る
存
在
だ
と
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
通

行
を
妨
げ
、
死
の
危
険
す
ら
あ
る
荒
れ
狂
う
海
波
に
霊
威
を
感
じ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
r
神
の
埼
狭
野
の
渡
り
」
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
土
地
で
あ
り
、
『
万

葉
集
』
巻
九
、
一
六
七
三
番
歌
「
大
宝
元
年
辛
丑
の
冬
十
月
に
、
太

上
天
皇
・
大
行
天
皇
、
紀
伊
国
幸
せ
る
時
の
歌
十
三
首
」
の
題
詞
通

り
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
が
紀
伊
国
へ
の
行
幸
に
従
っ
た
と
考
え
る
と
、

旅
先
で
妻
子
の
待
つ
家
を
恋
し
く
思
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
況
し

て

や
、
「
雨
」
が
降
っ
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
益
々
奥
麻
呂
の
孤

独
と
望
郷
の
念
は
強
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
当
該
歌
は
旅
の
苦
難
と

寂
莫
を
訴
え
る
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
世
に
お
い
て
は
紀
伊
国
「
神

の
埼
狭
野
の
渡
り
」
と
い
う
場
所
の
畏
れ
や
旅
先
で
妻
子
を
恋
し
く

思
う
等
、
本
来
の
奥
麻
呂
の
歌
の
趣
旨
と
は
異
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
当
該
歌
は
決
し
て
、
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
ら
逃
れ
る
べ
く

雨
宿
り
す
る
家
が
な
い
ほ
ど
に
狭
野
の
あ
た
り
に
は
何
も
な
い
、
と

詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

（※
本
文
中
の
傍
線
部
と
波
線
部
等
は
私
的
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

【参
考
文
献
】

『新
考
』
　
　
井
上
通
泰
『
万
葉
集
新
考
』

『
口
訳
』
　
折
口
信
夫
『
口
訳
万
葉
集
』

　
　
　
　

全
集
0
2
』
河
出
書
房
新
社
、

国
民
図
書
、
一
九
二
八
年

（池
澤
夏
樹
編
『
日
本
文
学

二

O
1
五
年
所
収
）

『新
訓
』
　
佐
佐
木
信
綱
『
白
文
　
万
葉
集
　
上
巻
』
岩
波
書
店
、

　
　
　
　
1
　
“
1
1
1
0
年

『講

義
』
　
山
田
孝
雄
『
万
葉
集
講
義
　
巻
第
三
』
宝
文
館
、

　
　
　
　
一
九
三
七
年

『全
釈
』
一
鴻
巣
盛
廣
『
万
葉
集
全
釈
』
広
文
堂
書
店
、
一
九
三
五
年

『総
釈
』
　
　
吉
澤
義
則
・
石
井
庄
司
『
万
葉
集
総
釈
第
二
』
楽
浪
書
院
、

　
　
　

　
一
九
三
五
年

『窪
田
評
釈
』
　
　
窪
田
空
穂
『
窪
田
空
穗
全
集
第
十
四
巻
　
万
葉
集

　
　
　
　
　
　
評
釈
丑
』
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年

『全
註

釈
』
　
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
三
』
改
造
社
、

　
　
　
　
　
一
九
四
九
年

『私
注
』
　
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
二
　
新
訂
版
』
筑
摩
書
房
、

　
　
　

　
一
九
七
六
年

『大
系
』
　
二
局
木
市
之
助
ら
『
日
本
古
典
文
学
大
系
4
　
万
葉
集
こ

　
　
　
　

岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年

『注
釈
』
　
沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
　
巻
第
三
』
中
央
公
論
社
、

　
　
　
　
一
九
五
八
年

『全
集
』
　
小
島
憲
之
ら
『
日
本
古
典
文
学
全
集
2
　
万
葉
集
＝

　
　
　
　

小
学

館
、
1
九
七
1
年

『集
成
』
　
　
青
木
生
子
ら
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
万
葉
集
一
』
新

　
　
　
　

潮
社
、
一
九
七
六
年

『全
訳
注
』
　
中
西
進
『
万
葉
集
　
全
訳
注
原
文
付
』
講
談
社
、

　
　
　
　
　
一
九
八
四
年
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『全

注
』
　
西
宮
一
民
『
万
葉
集
全
注
　
巻
第
三
』
有
斐
社
、

　
　
　
　
一
九
八
四
年

『新
全
集
』
　
小
島
憲
之
ら
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
万
葉
集
①
』

　
　
　
　
　

小
学
館
、
一
九
九
四
年

『新
大
系
』
　
佐
竹
昭
広
ら
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
万
葉
集
一
』

　
　
　
　
　

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年

『釈
注
』
　
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
二
』
集
英
社
、
一
九
九
六
年

『和
歌
大
系
』
　
稲
岡
耕
二
『
和
歌
文
学
大
系
1
　
万
葉
集
（
1
　
）
』

　
　
　
　
　
　

明
治
書
院
、
一
九
九
七
年

『全
歌
講
義
』
　
　
阿
蘇
瑞
枝
『
万
葉
集
全
歌
講
義
　
第
2
巻
』
笠
間

　
　
　
　
　
　

書
院
、
二
〇
〇
六
年

『全
解
』
　
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
年

片
桐
洋
一
編
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、

一
九
九
九
年

久
曽
神
昇
『
五
代
集
歌
枕
』
（
『
日
本
歌
学
大
系
別
巻
こ
風
間
書
房
、

一
九
五
九
年
所
収
）

久
曽
神
昇
『
八
雲
御
抄
』
（
『
日
本
歌
学
大
系
別
巻
三
』
風
間
書
房
、

一
九
⊥
ハ
四
年
所
収
）

山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
　
古
事
記
』

小
学
館
、
一
九
九
八
年

小

島
憲
之
ら
『
新
編
日
本
古
典
全
集
2
　
日
本
書
紀
』
小
学
館
、

一
九
九

八
年

小

島
憲
之
ら
『
新
編
日
本
古
典
全
集
6
万
葉
集
』
小
学
館
、

一
九
九
四
年

上

代
語
辞
典
編
集
委
員
会
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
三
省

堂
、
一
九
八
三
年

『新
編
国
歌
大
観
』
角
川
書
店
、
一
九
入
三
年

【注
記
】

（注
一
）

（注
二
）

（注
三
）

（注
四
）

（注
五
）

（注
六
）

（注
七
）

小
沢
正

夫
・
松
田
成
穂
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
H

新
古
今
和
歌
集
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年

中
村
一
基
「
近
世
国
学
者
の
名
所
研
究
1
「
神
之
埼
狭

野
渡
」
紀
伊
説
成
立
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
大
久
保
正
編
『
万

葉
と
そ
の
伝
統
』
桜
楓
社
、
一
九
入
○
年
所
収
）

猪
股
静
彌

「奥
麿
の
佐
野
の
渡
り
の
歌
一
首
孜
」
（
『
青
吹

く
風
万
葉
集
論
孜
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
）

小
島
憲
之
ら
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2
　
日
本
書
紀
①
』

小
学
館
、
一
九
九
四
年

I
木
I
郎
「
『
神
之
崎
狭
野
乃
渡
余
』
私
考
」
（
日
本
大
学

国
文
学
会
『
語
文
』
第
四
十
三
輯
、
一
九
七
七
年
五
月
所
収
）

草
野
隆
「
佐
野
の
渡
り
」
（
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
所
収
）

平
安
か
ら
近
世
に
及
ぶ
所
在
地
の
考
証
に
つ
い
て
は
、
中

村
　
基
氏
の
論
文
に
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
地
理

考
証
の
研
究
論
文
と
し
て
は
新
垣
幸
得
「
『
苦
し
く
も
降
り
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（注
八
）

（注
九
）

（注
十
）

来
る
雨
か
1
1
1
o
s
の
崎
』
考
」
（
日
本
大
学
国
文
学
会
『
語
文
』

第
四
十
三
輯
、
一
九
七
七
年
五
月
所
収
）
、
I
木
I
郎
「
『
神

之
崎
狭
野
乃
渡
余
』
私
考
」
、
高
橋
良
雄
「
「
佐
野
の
渡
り
」

と
「
佐
野
の
船
橋
」
1
歌
枕
の
所
在
の
流
動
1
」
（
昭

和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
『
学
苑
』
一
九
八
六
年
一

月
所
収
）
、
島
津
羊
史
「
『
神
之
崎
狭
野
之
渡
』
1
紀
伊

万
葉

を
め
ぐ
る
一
考
察
1
」
（
日
本
大
学
国
文
学
会
『
語

文
』
第
三
十
三
輯
、
一
九
七
〇
年
五
月
所
収
）
、
川
上
富
吉
「
長

忌
寸
意
吉
麻
呂
伝
考
」
（
大
妻
女
子
大
学
『
大
妻
女
子
大
学

文
学
部
紀
要
』
第
3
号
、
1
九
七
1
年
三
月
所
収
）
、
猪
股

静
彌
「
奥
麿
の
佐
野
の
渡
り
の
歌
一
首
孜
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

中
村
氏
・
新
垣
氏
・
一
木
氏
・
高
橋
氏
が
紀
伊
説
、
島
津

氏
’
川
上
氏
が
近
江
説
、
猪
股
氏
が
大
和
説
を
主
張
す
る
。

本
稿
で
も
述
べ
た
が
各
注
釈
書
は
紀
伊
説
を
採
り
、
『
私
注
』

の
み

が
和
泉
説
を
主
張
す
る
。
ま
た
、
村
瀬
憲
夫
「
難
波

の

海
・
紀
伊
の
海
」
（
『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
論
集
1
水

辺
の

万
葉
集
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
年
所
収
）
で
は
当

該
歌
を
紀
伊
に
属
す
る
和
歌
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

伊
藤
博

「家
と
旅
」
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
　
下
』
塙
書

房
、
一
九
七
六
年

犬
養
孝
『
万
葉
の
旅
（
中
）
』
社
会
思
想
社
、
一
九
⊥
ハ
四
年

久
松
潜

「苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
」
（
『
国
文
学
ー
解
釈

と
教
材
の
研
究
ー
』
1
8
巻
7
号
、
学
燈
社
、
一
九
七
三
年

　
　
　

六
月
所
収
）

（注
十
一
）
新
垣
幸
得
『
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
三
輪
の
崎
』
考
」

　
　
　
（
日
本
大
学
国
文
学
会
『
語
文
』
4
3
輯
、
一
九
七
七
年
五
月

　
　
　

所
収
）

（注
十
二
）
土
佐
秀
里
「
『
苦
し
く
も
零
り
来
る
雨
か
』
考
」
（
早
稲

　
　
　

田
古
代
研
究
会
『
古
代
研
究
』
第
4
8
号
、
二
〇
一
五
年
二

　
　
　
月
所
収
）

（注
十

三
）
真
鍋
次
郎
「
家
も
あ
ら
な
く
に
」
（
萬
葉
学
会
『
萬
葉
』

　
　
　
74
号
、
一
九
七
〇
年
十
月
所
収
）

（注
十

四
）
吉
井
巌
「
い
へ
・
や
ど
・
や
ね
」
（
萬
葉
学
会
『
萬
葉
』

　
　
　

姐
号
、
一
九
八
〇
年
七
月
所
収
）

（注
十
五
）
阪
倉
篤
義
・
浅
見
徹
三
語
の
辞
典
『
家
』
』
三
省
堂
、

　
　

　
一
九
九
六
年

（注
十
六
）
『
新
考
』
「
ワ
タ
リ
は
久
老
ア
タ
リ
の
意
に
は
あ
ら
で
渡

　
　
　

津
の
意
な
る
べ
し
と
い
ひ
雅
澄
は
『
ア
タ
リ
を
ワ
タ
リ
と

　
　
　

い
ふ
事
は
此
集
の
比
は
す
べ
て
な
か
り
き
』
と
い
へ
り
。
」

　
　
　

及
び
『
講
義
』
「
「
渡
」
は
「
ワ
タ
リ
」
と
よ
む
。
久
老
は

　
　
　
r
ワ
タ
リ
」
は
「
あ
た
り
」
の
意
な
り
と
い
ひ
た
れ
ど
、
古

　
　
　

義

に
い
へ
る
如
く
、
そ
の
頃
に
そ
れ
は
未
だ
無
か
り
し
詞

　
　
　

と
思
は
る
。
こ
れ
は
後
世
、
「
ワ
タ
シ
」
と
い
ふ
に
な
じ
く

　
　
　

川
を
横
ぎ
り
渡
る
所
を
い
ふ
。
こ
の
佐
野
の
地
の
南
に
河

　
　
　

あ
れ
ば
、
そ
こ
の
渡
を
い
へ
る
な
る
べ
し
。
」
や
『
総
釈
』

　
　
　
r
わ
た
り
と
は
渡
場
の
意
。
後
世
の
「
あ
た
り
」
に
用
ひ
た
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例
は
萬
葉
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
」
、
『
窪
田
評
釈
』
「
「
渡
」

　
　
　

は

佐
野
の

南
に
川
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
の
徒
渉
池
で
あ
ろ

　
　
　

う
と
い
う
。
上
代
は
特
別
な
路
で
な
い
限
り
川
に
橋
が
な

　
　
　

V
、
徒
渉
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
」
な
ど
の
よ
う
に
各

　
　
　

注
釈
書

は
当
該
歌
の
「
渡
り
」
を
「
渡
し
場
」
と
し
て
解

　
　
　

釈
す
る
。
た
だ
し
、
『
新
全
集
』
の
み
「
辺
り
」
と
し
て
解

　
　
　

釈
す
る
。

（注
十

七
）
『
万
葉
集
』
の
「
渡
り
」
に
関
し
て
は
、
和
田
明
美
氏
の

　
　
　
「
古
代
日
本
語
『
し
か
す
が
』
歌
枕
『
し
か
す
が
の
渡
り
』

　
　
　
考
」
（
美
夫
君
志
会
『
美
夫
君
志
』
九
十
六
号
、
二
〇
一
八

　
　
　

年
三
月
所
収
）
に
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
和
田
氏

　
　
　

も
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
『
万
葉
集
』
中
の
「
渡
り
」
地
名
歌

　
　
　

の

う
ち
、
平
安
時
代
以
降
の
歌
枕
と
し
て
受
容
が
あ
る
の

　
　
　

は
「
宇
治
の
渡
り
」
「
狭
野
の
渡
り
」
「
許
我
の
渡
り
」
で

　
　
　

あ
る
。
ま
た
、
和
田
氏
は
『
万
葉
集
』
の
「
「
渡
り
」
関
連

　
　
　

の

二
九
例
中
＝
二
例
（
約
4
5
％
）
が
七
夕
歌
で
あ
り
、
「
渡

　
　
　

り
で
・
渡
り
守
」
は
全
例
「
天
の
川
」
関
連
の
歌
で
あ
る
」

　
　
　

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（注
十

八
）
神
武
紀
、
戊
午
の
年
春
二
月
十
一
日
の
条
に
は
「
皇
師
、

　
　
　
遂

に
東
し
舳
櫨
相
げ
り
。
方
に
難
波
の
碕
に
到
る
と
き
に
、

　
　
　

奔
潮
有
り
て
太
だ
急
き
に
会
ふ
。
因
り
て
名
け
て
浪
速
国

　
　
　

と
為
ふ
。
亦
浪
花
と
日
ふ
。
今
し
難
波
と
謂
へ
る
は
誰
れ

　
　
　

る
な
り
。
誰
、
此
に
は
与
許
奈
磨
盧
と
云
ふ
」
と
、
記
さ

　
　
　

れ
て

い

る
。
天
皇
軍
が
難
波
の
碕
ま
で
来
る
と
、
甚
だ
速

　
　
　

い

潮
流
に
出
合
う
。
そ
の
場
所
を
名
付
け
て
浪
速
国
ま
た

　
　
　
は

浪
花

国
と
も
呼
ん
だ
ら
し
い
e
今
の
「
難
波
」
と
い
う

　
　
　

の
は

託
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
「
難
波
」
が

　
　
　

甚
だ
潮
流
が
速
い
こ
と
が
分
か
る
。

（注
十
九
）
多
田
1
臣
「
天
」
　
（
多
田
一
臣
編
『
万
葉
語
誌
』
筑
摩
書

　
　
　
房
、
二
〇
一
四
年
）

（注
二
十
）
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
「
千
早
振
る
」
所
収
。

（注
二
十
一
）
多
田
一
臣
氏
は
「
「
天
」
の
強
い
呪
力
を
宿
し
て
「
天
」

　
　
　

か

ら
降
る
も
の
が
、
「
雨
」
で
あ
る
」
と
『
万
葉
語
誌
』
の

　
　
　

中
で
述
べ
る
。
土
佐
氏
は
「
「
苦
し
」
は
恋
と
旅
に
つ
い
て

　
　
　

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
」
、
．
r
r
雨
」
そ
の
も
の
が
苦
し
い

　
　
　

と
い
う
よ
り
、
そ
の
降
雨
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
愛
着
の

　
　
　

対
象
と
、
そ
れ
に
対
す
る
絶
望
的
な
距
離
感
の
自
覚
が
「
苦

　
　
　

し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
」
と
主
張
す
る
。

（注
二
十

二
）
『
万
葉
集
』
中
に
は
F
家
も
あ
ら
な
く
に
」
と
詠
ん
だ

　
　
　

和
歌
が
二
首

あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
方
は
当
該
歌
で
あ
る

　
　
　

が
、
も
う
一
方
は
当
該
歌
に
非
常
に
類
似
し
た
点
を
見
出

　
　
　

せ

る
。
「
大
口
の
真
神
の
原
に
降
る
雪
は
い
た
く
な
降
り
そ

　
　
　
家
も
あ
ら
な
く
に
（
巻
八
・
＝
ハ
三
六
・
舎
人
娘
子
）
」
も

　
　
　
ま
た
、
地
名
に
「
神
」
の
名
を
冠
し
、
天
か
ら
は
雪
が
降
る
。

　
　
　

当
該
歌
と
同
じ
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。

（注
二
十

三
）
『
宇
津
保
物
語
』
は
「
佐
野
の
わ
た
り
の
司
」
、
『
吉
野
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詣
記
』
と
『
紫
の
一
本
』
は
当
該
歌
を
引
用
す
る
の
で
は

　
　
　

な
く
、
ど
ち
ら
も
定
家
が
詠
ん
だ
和
歌
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
　
『
吉
野
詣
記
』
は
「
こ
れ
よ
り
範
尭
は
帰
り
に
け
り
。
佐
野

　
　
　

の

渡
過
ぐ
る
ほ
ど
風
い
た
く
吹
き
て
、
雨
風
に
や
な
ど
申

　
　
　

し
け
れ
ば
、
空
は
一
点
の
雲
も
な
し
」
の
後
「
俄
に
も
降

　
　
　

り
こ
ん
雨
の
雲
も
な
し
駒
う
ち
渡
す
佐
野
の
夕
風
」
と
詠

　
　
　

む
。
『
紫
の
一
本
』
に
は
「
冬
枯
れ
の
野
辺
の
気
色
も
物
淋

　
　
　

し
v
、
風
ま
ぜ
に
降
る
雪
は
、
見
る
が
内
に
垣
を
埋
み
、

　
　
　

窓

の

呉
竹
は

折
れ
伏
せ

ど
も
、
隣
を
み
す
る
家
も
な
し
。

　
　
　

草
木
い
ま
だ
春
な
ら
ず
し
て
花
事
動
き
、
乾
坤
い
ま
だ
夜

　
　
　

ら
ず
し
て
月
花
あ
ら
た
な
り
。
か
の
野
亭
の
雪
と
云
ふ
題

　
　
　

に

て
、
国
房
の
朝
臣
の
「
い
か
に
せ
よ
と
か
雪
の
降
る
ら
ん
」

　
　
　

と
淋
し
さ
佗
び
た
る
古
へ
も
、
い
ま
さ
ら
思
ひ
出
ら
れ
た

　
　
　

る
に
、
西
の
方
は
浅
草
川
に
て
、
芦
間
漕
ぐ
棚
な
し
小
船

　
　
　

も
、
雪
を
乗
せ
桿
さ
し
か
ね
て
、
佐
野
の
渡
り
に
は
あ
ら

　
　
　

ね

ど
も
、
「
袖
う
ち
払
ふ
影
も
な
し
」
と
凌
ぎ
か
ね
た
る
あ

　
　
　

り
さ
ま
、
あ
は
れ
に
淋
し
と
見
ゆ
」
と
あ
る
。
本
文
は
『
新

　
　
　

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
っ
た
。

（注
二
十
四
）
阿
部
秋
生
ら
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2
5
　
源
氏

　
　
　

物
語
⑥
』
小
学
館
、
一
九
九
八
年

（注
二
十
五
）
福
田
一
秀
ら
『
佐
野
の
わ
た
り
』
（
『
新
日
本
古
典
文

　
　
　

学
大
系
　
中
世
日
記
紀
行
集
』
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年

　
　
　

所
収

（注
二
十
六
）
中
村
幸
彦
ら
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
7
8

　
　
　

物
語
』
小
学
館
、
一
九
九
五
年

雨
月

※

な
お
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
l
部
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

【付
記
】

　
本
稿
は

平
成
三
十
年
度
大
東
文
化
大
学
大
学
院
の
授
業
に
お
い
て

発
表

し
た
も
の
に
加
筆
修
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
教
示
く
だ

さ
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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