
高
葉
集
考
説

本
学
卒
業
論
文

栗

書

店

万
葉
辞
典

中

央

公

論

社

田

近
松
の
世
話
物
二
十
四
篇
に
お
け
る
生
と
死

関

敬

子

目

次

一
二
〉
の
文
化
が
、
本
当
に
腰
を
す
え
は
じ
め
た
の
は
天
和
（
一
六
八
一
BBl
・f一二）

の
頃
で
あ
る
。
近
世
の
文
芸
は
こ
の
頃
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
変
っ
て
い
っ
た
。

上
昇
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
町
人
の
経
済
的
発
展
が
、
そ
の
内
に
大
き
な

矛
府
を
は
ら
み
、
そ
れ
が
よ
う
や
く
深
刻
に
な
っ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
町
人
の
生
活
力
が
下
降
線
を
辿
っ
て
い
た
時
期
が
、
つ
ま
り
、

近
松
の
活
動
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
酋
鶴
や
芭
昔
織
の
最
も
は
な
や
か
な
活
動
期

l

町
人
の
生
活
力
が
頂
点
に
達
し
て
い
た
頃
ー
よ
り
も
遅
れ
る
こ
と
十
数
年
で
あ

り
、
そ
こ
に
当
然
社
会
的
差
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
松
の
作
品
は
、
時
代
物
と
世
話
物
に
大
別
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い

く
世
話
物
は
当
時
の
庶
民
の
生
活
と
そ
の
背
し
み
を
舞
台
に
か
け
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
中
に
当
時
の
庶
民
の
生
き
て
き
た
様
々
の
姿
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

彼
の
生
き
た
徳
川
時
代
の
家
族
構
成
の
中
心
は
親
子
で
、
そ
れ
は
家
と
い
う

観
念
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
親
権
と
家
臣
究
機
は
一
緒
に
な
っ
て
絶
大
な

威
力
を
持
ち
、
家
族
の
行
動
を
支
配
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
子
に
対
し
て
は
親

序第
一
章
世
話
物
二
十
四
篇
に
お
け
る
生
と
死

第
一
節
心
中
物
の
場
合

第
二
節
姦
通
物
の
場
合

第
三
節
犯
罪
物
そ
の
他
の
場
合

第
二
章
登
場
人
物
の
社
会
的
身
分

第
三
章
当
時
の
時
代
背
景
と
作
品
構
成

結
び

序

西
鶴
・
芭
蕉
・
近
松
に
代
表
さ
れ
る
郷
か
し
い
元
禄
（
一
六
八
八
｜
一
七

O

-14ー



の
愛
情
に
報
い
る
と
こ
ろ
の
孝
養
と
服
従
を
極
度
に
強
い
た
の
が
、
こ
の
時
代

の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。

世
話
物
二
十
四
篇
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
け
る
恋
愛
の
た
め
の
悲
劇

が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。

平
凡
で
素
朴
な
初
期
の
作
品
か
ら
、
や
が
て
そ
の
数
を
増
し
て
複
雑
化
し
て

い
く
な
か
で
、
こ
の
悲
劇
の
当
然
の
一
帰
結
で
あ
る
死
に
到
達
す
る
状
況
に
変
化

を
も
た
ら
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故

そ
こ
に
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
当
時
の
時
代
背
景
と

そ
の
時
代
を
生
き
ぬ
い
た
作
者
自
身
と
を
考
え
合
わ
せ
な
が
ら
考
察
し
て
い
き

た
い
と
思
う
。

本

論

第
三
早

世
話
物
二
十
四
篇
に
お
け
る
生
と
死

世
話
物
二
十
四
篇
を
悲
劇
の
進
展
と
い
う
面
か
ら
み
て
い
く
と
、
悲
劇
が
生

じ
た
後
の
反
応
や
行
動
に
お
い
て
「
冥
途
の
飛
脚
」
を
境
と
し
て
、
追
い
つ
め

ら
れ
た
状
況
に
至
る
と
何
の
薦
路
も
な
く
死
を
選
ぶ
場
合
と
生
に
対
す
る
執
着

が
強
く
な
か
な
か
死
を
選
ば
な
い
場
合
と
い
う
差
異
を
生
じ
て
い
る
の
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。
何
故
、
そ
こ
を
境
と
し
て
差
異
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
の
分
類
表
に
従
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

心｜分 l

中

一戸J竺
心曽
中根
二崎
枚心
絵中
草
子

心生
中玉
天心
の中
網
島

前

期

作

品

名

後期作品名

準傾成物
傾 狂 殺 姦 犯

城 百L 人 通 界

物 物 物 物 物

。 。 。 。 。 0 0 0 0 0 0 

産歌
淀 五

間霊
丹

今宮心年心万草中 心卯ひ
鯉世出 十年忌

中 重井中 月 ぢ
心中氷刃 のめり

瀧徳
歌念悌

の 筒潤色ん
朔 gp
日月

の

紅葉

。 。 。 。。 。。。 。

崎与主得山I｜ 女君量油愛

鎚の 大経 博多長冥途
，心

官庚中申権三 昔暦問 1霊!! 唯子

寿
の

松門
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第
一
節

心
中
物
の
場
合

ま
ず
、
前
期
の
作
品
か
ら
「
曽
根
崎
心
中
」
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

「
曽
根
崎
心
中
」
は
手
代
徳
兵
衛
と
遊
女
お
初
と
の
心
中
事
件
を
取
り
扱
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
徳
兵
衛
は
友
人
に
だ
ま
さ
れ
て
、
金
も
信
用
も
失
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
に
至
る
と
、
「
一
二
日
を
過
さ
ず

大
坂
中
へ
申
訳
は
し
て
見
せ
う
。
」
と
覚
悟
を
決
め
る
の
で
あ
る
。
叉
、
お
初



も
「
死
ぬ
る
覚
悟
が
聞
き
た
い
。
」
と
言
い
、
自
害
の
決
意
を
確
め
る
と
‘

「
い
つ
ま
で
も
生
き
て
も
同
じ
こ
と
。
死
ん
で
恥
を
す
す
が
い
で
は
」
と
語
る

の
で
あ
る
。

叉
、
「
心
中
重
井
筒
」
に
お
い
て
も
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
に
至
る
と

「
道
か
ら
胴
は
坐
っ
た
り
」
と
す
で
に
死
を
決
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
前
期
の
心
中
物
「
心
中
二
枚
絵
草
子
」
の
お
島
と
市
郎
右
衛
門
、

「
ひ
ぢ
り
め
ん
卯
月
の
紅
葉
」
の
お
亀
と
与
兵
衛
、
「
心
中
万
年
草
」
の
お
梅

と
久
米
之
介
、
「
心
中
刃
は
氷
の
朔
月
」
の
小
か
ん
と
平
兵
衛
、
「
今
宮
心

中
」
の
お
き
さ
と
二
郎
兵
衛
た
ち
の
ど
れ
を
取
っ
て
も
前
に
あ
げ
た
二
つ
の
作

品
と
同
様
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
に
至
る
と
、
た
だ
ひ
た
す
ら
死
ぬ
こ
と
だ

け
を
考
え
て
そ
の
方
向
に
走
ろ
う
と
す
る
姿
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。

後
期
の
作
品
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

「
生
玉
心
中
」
は
「
曽
根
崎
心
中
」
と
類
似
点
が
多
く
、
事
件
の
運
び
も
似
て

い
る
が
、
こ
の
場
合
は
友
人
の
逆
援
に
あ
っ
た
後
、
ど
う
す
る
こ
と
も
な
く
、

四
日
間
も
二
人
で
う
か
う
か
と
す
ご
し
て
し
ま
う
。

ま
た
、
「
心
中
天
の
網
島
」
の
小
春
と
治
兵
衛
、
「
心
中
宵
庚
申
」
の
お
千

世
と
半
兵
衛
た
ち
は
、
心
中
を
は
や
く
決
意
し
な
が
ら
も
、
周
囲
の
状
況
の
中

で
そ
の
機
を
な
か
な
か
得
ら
れ
ず
、
一
度
は
心
中
を
思
い
と
ど
ま
る
と
い
う
場

面
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
前
期
は
死
に
対
し
て
何
の
鴎
跨
も
な
く
思
い
き
り
よ
く
飛
び
こ

ん
で
い
く
の
だ
が
、
後
期
に
な
る
と
、
な
か
な
か
こ
の
世
に
対
し
て
の
未
練
が

断
ち
き
れ
ず
、
う
か
う
か
と
す
ご
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
相
違
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

第
二
節

姦

通

物

の

場

合

近
松
の
姦
通
物
は
前
、
後
期
を
通
じ
て
三
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も

第
一
節
の
心
中
物
と
同
様
前
、
後
期
に
差
異
を
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
期
の
「
堀
川
波
鼓
」
で
は
、
事
件
が
知
れ
る
と
最
後
は
自
ら
の
責
任
を
と

っ
て
、
何
の
言
訳
も
せ
ず
潔
く
自
害
し
て
し
ま
う
姿
が
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
後
期
の
「
大
経
師
昔
暦
」
で
は
事
件
が
発
覚
す
る
と
、
こ
の
よ
う

な
状
況
に
陥
ち
入
っ
た
身
の
不
運
を
嘆
き
な
が
ら
も
二
人
で
出
奔
す
る
の
で
あ

る
。
着
物
を
お
金
に
か
え
な
が
ら
放
浪
を
続
け
る
が
最
後
に
茂
兵
衛
の
郷
里
へ

と
逃
げ
た
と
こ
ろ
を
捕
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
鎚
の
縦
一
二
重
惟
子
」
に
お
い
て
も
、
一
応
の
理
由
を
つ
け
な
が
ら
も
逃
げ
の

び
て
い
く
の
で
あ
る
。

後
期
の
二
作
共
、
こ
の
世
に
対
し
て
の
未
練
を
断
ち
き
れ
ず
逃
亡
と
い
う
形

を
と
り
、
と
に
か
く
も
生
き
た
い
の
だ
と
い
う
人
間
本
来
の
欲
望
を
み
せ
た

が
、
前
則
の
「
捌
川
波
鼓
」
で
自
ら
潔
く
死
ん
だ
の
と
は
大
き
な
相
違
で
あ

ゆ
令
。
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第
三
節

犯
罪
物
と
そ
の
他
の
場
合

こ
の
節
で
扱
う
作
品
の
場
合
も
、
第
一
節
、
第
二
節
と
同
様
に
前
期
と
後
期

で
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
下
の
行
動
に
差
異
を
生
じ
て
い
る
。

前
期
の
犯
罪
物
「
丹
波
与
作
待
夜
小
室
節
」
に
お
い
て
は
、
追
い
つ
め
ら
れ

た
状
況
に
至
る
と
、
女
が
「
な
う
三
官
口
よ
り
も
一
時
も
跡
に
下
っ
て
成
る
ま
い

が
。
こ
な
さ
ん
ど
う
思
う
て
ぞ
」
と
言
え
ば
、
男
も
「
そ
の
覚
悟
極
れ
ば
も
う

落
付
い
た
満
足
し
た
」
と
言
っ
て
死
の
旅
へ
と
出
か
け
る
の
で
あ
る
。

後
期
の
「
冥
途
の
飛
脚
」
で
は
封
印
切
り
と
い
う
重
大
事
を
犯
し
た
事
に
つ



い
て
知
り
な
が
ら
も
、
女
が
死
を
促
す
の
に
対
し
て
、
「
ヤ
レ
命
生
き
ゃ
う
と

思
う
て
此
の
大
事
が
成
る
も
の
か
。
生
き
ら
る
る
だ
け
添
は
る
る
だ
け
高
は
死

ぬ
る
と
覚
悟
し
ゃ
。
」
と
説
き
伏
せ
る
と
、
女
も
「
ア
ア
さ
う
ぢ
平
生
き
ら
る

る
だ
け
此
の
世
で
添
は
う
」
と
い
う
気
持
に
な
り
、
暗
い
寒
堅
の
中
、
逃
げ
て

い
く
の
で
あ
る
。

「
博
多
小
女
郎
浪
枕
」
に
お
い
て
も
「
伊
勢
路
へ
向
け
て
遮
る
る
だ
け
は
遁
れ

て
見
ん
」
と
い
っ
て
逃
亡
す
る
。
「
長
町
女
腹
切
」
も
同
様
の
姿
が
み
ら
れ

る。
こ
の
よ
う
な
主
人
公
た
ち
は
前
期
で
は
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ

う
な
人
物
で
、
こ
の
世
に
対
す
る
未
練
か
ら
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
に
至
っ
て

も
、
と
に
か
く
逃
げ
ら
れ
る
だ
け
は
逃
げ
て
み
よ
う
と
い
う
共
通
の
行
動
を
と

り
、
こ
こ
に
強
い
生
へ
の
執
着
、
人
間
本
来
の
欲
望
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

心
中
、
姦
通
、
犯
罪
物
の
他
に
属
す
る
作
品
に
お
い
て
も
、
同
じ
様
な
差
異

を
生
じ
て
い
る
が
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

以
上
、
第
一
掌
に
お
い
て
は
、
一
一
－
一
節
に
分
類
し
て
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況

下
の
反
応
、
行
動
を
み
て
き
た
わ
け
だ
が
、
ど
の
節
に
お
い
て
も
前
期
と
後
期

に
差
異
を
生
じ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
「
冥
途
の
飛
脚
」
以
前
で
は
、
全
節
を
通
じ
て
追
い
つ
め
ら
れ

た
状
況
に
至
る
と
、
い
と
も
簡
単
に
死
を
選
ぶ
の
だ
が
、
そ
れ
以
後
に
な
る

と
、
こ
の
世
に
対
し
て
の
未
練
を
強
く
残
し
、
生
へ
の
執
着
を
強
く
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

第
二
章

登
場
人
物
の
社
会
的
身
分

こ
こ
第
二
章
に
お
い
て
は
、
主
人
公
達
の
社
会
的
身
分
を
調
べ
、
第
一
章
と

ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
男
性
の
方
か
ら
み
て
み
よ
う
。
世
話
物
に
登
場
す
る
男
性
は
特
殊
な
作

品

在
1
）
を
除
け
ば
、
次
表
で
も
わ
か
る
と
お
り
、
そ
の
大
部
分
が
身
分
的
に

安
定
を
欠
い
た
養
子
か
、
あ
る
い
は
経
済
的
な
基
盤
を
も
た
な
い
使
用
人
で
あ

った。(11~戸時l
~ ,!, 3 3 J;J 
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宮井
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r、、

）
内
は
特
殊
な
作
品
に
属
す
る
数

こ
こ
に
お
い
て
、
前
期
と
後
期
を
比
べ
る
と
、
不
安
定
な
身
の
上
の
者
が
後

期
に
な
る
と
減
少
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
、
「
博
多
小
女
郎
浪
枕
」
や
「
心
中
天

網
島
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
主
人
公
が
新
し
い
型
の
人
物
と
し
て
登
場
し
て
く

る
の
で
あ
る
。

次
に
女
性
の
方
を
み
て
み
よ
う
。
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安
定
な
身
の
上

。
女
房一

こ
こ
に
表
わ
れ
た
娘
は
周
囲
の
状
況
を
顧
み
ず
、
非
常
に
恋
愛
に
対
し
て
積

極
的
で
あ
り
、
ひ
た
む
き
で
あ
る
。
ま
た
封
建
制
度
下
に
あ
っ
て
、
親
権
が
絶

対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
意
に
そ
ま
ぬ
相
手
で
あ
っ
て
も
結
婚
を
強
い
ら

れ
て
い
た
た
め
、
恋
愛
の
向
山
聞
が
認
め
ら
ず
、
身
分
的
束
縛
を
う
け
て
い
る
遊

女
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
、
川
じ
不
炎
定
な
身
の
上
と
し
て
考
え

た
こ
う
し
て
、
男
女
共
に
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
川
川
悦
の
ガ
の
多
く
は
身
分
的
経

済
的
に
不
安
定
な
者
で
あ
り
、
女
性
の
方
は
盲
目
的
に
恋
愛
を
し
、
死
を
強
く

促
す
も
の
、
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
等
は
冷
静
的
な
判
断
力
を
欠
い

て
い
る
た
め
、
「
曽
根
崎
心
中
」
の
お
初
、
徳
兵
衛
「
心
中
重
井
筒
」
の
お
房

徳
兵
衛
ら
の
よ
う
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
と
す
ぐ
に
死
を
決
意
し
た
り
「
五
十
年

忌
歌
念
仏
」
の
お
夏
、
清
十
郎
「
薩
摩
歌
」
の
源
五
兵
衛
の
よ
う
に
は
や
ま
っ

て
自
害
し
た
り
、
「
冥
途
の
飛
脚
」
の
忠
兵
衛
「
女
殺
油
地
獄
」
の
与
兵
衛
の

よ
う
に
前
後
も
考
え
ず
重
大
事
件
を
お
こ
す
な
ど
突
発
的
な
行
動
を
起
こ
し
ゃ

す
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
性
格
の
持
主
が
前
期
に
比
べ
る
と
後
期
の
方
は
減
少
し
て
い

る
。
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
に
陥
ち
入
っ
た
場
合
、
積
極
的

に
死
の
決
意
を
促
す
の
は
不
安
定
な
身
の
上
の
女
性
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
一

途
な
女
性
が
後
期
で
は
二
分
の
一
に
減
少
し
た
こ
と
が
、
前
期
に
比
べ
て
簡
単

に
叫
ん
を
選
ば
な
い
よ
う
に
な
っ
た
原
因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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注

l
、
武
家
か
ら
題
材
を
得
た
も
の
、
特
殊
な
技
巧
歌
舞
伎
的
脚
色
の
作

日
間
を
さ
す
。

第

章

当
時
の
時
代
背
景
と
作
品
構
成

近
松
が
世
話
物
を
書
い
た
時
期
は
元
禄
十
六
年
を
は
じ
め
と
し
て
享
保
七
年

ま
で
の
二
十
年
間
で
あ
る
。

「
曽
根
崎
心
中
」
（
元
禄
六
年
）
の
潜
か
れ
る
前
十
年
間
に
は
西
鶴
・
芭
蕉

が
あ
い
つ
い
で
没
し
、
坂
田
勝
十
郎
を
中
心
と
す
る
歌
舞
伎
が
栄
え
、
近
松
は

脚
本
家
と
し
て
活
躍
し
た
。
ま
た
大
阪
で
は
竹
本
義
太
夫
が
新
し
い
操
浄
瑠
璃

を
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
勢
の
方
は
し
だ
い
に
悪
く
な
り
、
前
の

よ
う
な
景
気
は
ど
こ
に
も
な
く
、
不
況
に
あ
え
い
で
い
た
。



宝
永
二
年
に
な
る
と
、
義
太
夫
が
座
元
を
返
き
、
竹
田
出
雲
、
が
そ
の
後
を
継

ぎ
、
翌
年
、
近
松
も
竹
本
座
専
属
の
作
者
と
な
っ
た
。
こ
の
年
に
再
び
金
銀
改

鋳
が
行
わ
れ
、
こ
れ
以
後
、
あ
い
つ
い
で
悪
質
の
銀
貨
の
発
行
が
行
わ
れ
た

為
、
貨
幣
の
価
値
が
急
激
に
下
が
り
、
世
間
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、
金
を
め
ぐ

る
悲
劇
、
が
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

町
人
階
級
の
上
昇
期
1
家
綱
と
綱
吉
時
代
｜
ご
ろ
に
は
、
町
人
自
身
の
生
活

を
守
り
、
取
引
き
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
義
理
や
一
分
と
い
う
町
人
倫
理
を
自

ら
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
。
世
間
に
対
し
て
恥
を
思
い
面
白
を
重
ん
ず
る
心
情

も
武
士
に
劣
ら
ず
強
烈
で
特
に
職
業
上
信
用
の
大
切
な
商
人
に
お
い
て
は
、
特

に
重
視
さ
れ
た
。
近
松
の
世
話
物
に
ご
分
が
た
た
ね
」
「
人
中
に
出
ら
れ

ぬ
」
と
い
う
の
が
数
多
く
み
ら
れ
る
の
も
こ
う
し
た
状
況
下
の
た
め
で
あ
っ

た

「
一
分
」
と
は
、
身
の
面
白
と
も
い
う
べ
き
倒
人
的
体
面
意
識
で
、
武
士
の

「
名
」
に
相
当
す
る
も
の
だ
が
、
な
ぜ
江
戸
時
代
町
人
が
生
命
を
か
け
て
ま
で

も
こ
れ
を
守
り
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
一
分
の
破
壊
は

町
人
と
し
て
の
存
立
を
危
く
す
る
’
身
の
重
大
事
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
近
代
化
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
商
業
組
織
に
お
い
て
は
、
商
人
の

聞
に
行
わ
れ
る
一
切
の
取
引
は
信
用
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
か
ら
、
体
面

を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
者
は
と
う
て
い
一
人
前
の
町
人
と
し
て

認
め
ら
れ
ず
、
当
然
そ
の
仲
間
か
ら
除
外
さ
れ
て
世
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
手
代
で
あ
っ
て
も
、
一
分
の
保
て
な
い
よ
う
な
者
は

意
気
地
な
し
と
し
て
周
囲
か
ら
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ

た

「
一
分
が
た
た
ぬ
」
「
人
中
に
出
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
状
況
に
陥

ち
入
っ
た
場
合
に
は
、
生
恥
を
さ
ら
し
て
、
お
め
お
め
と
生
き
な
が
ら
え
る
よ

そ
れ
ゆ
え
、

り
も
、
最
期
は
潔
く
と
い
う
の
を
最
も
大
切
な
行
為
だ
と
考
え
ら
れ
、
生
き
な

が
ら
え
る
の
は
人
と
し
て
恥
ベ
き
行
為
だ
と
さ
れ
て
い
た
。

従
っ
て
、
前
期
の
作
品
に
お
い
て
は
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
に
至
る
と
何

の
鴎
路
も
な
く
潔
く
死
を
選
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
で
あ
る

以
上
、
生
存
欲
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
中
で
彼
等
は

生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
然
な
欲
求
が
、
後
期
の
作
品
に
生
へ
の
執
着

と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
冥
途
の
飛
脚
」
で
大
罪
を
犯
し
た
忠
兵
衛
が
梅
川
と
す
ぐ
に
心
中
す
る
と

い
う
の
で
は
な
く
「
生
き
ら
れ
る
だ
け
こ
の
世
で
添
は
う
」
と
い
っ
て
逃
げ
だ

し
、
彼
の
故
郷
で
捕
え
ら
れ
る
と
い
う
場
面
は
、
不
自
然
さ
は
な
く
、
切
実
な

も
の
で
あ
り
、
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
真
実
の
姿
を
描
き
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
近
松
自
身
が
前
よ
り
も
い
っ

そ
う
写
実
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
を
表
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
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ま
た
「
冥
注
の
飛
脚
」
を
境
と
し
て
構
成
も
い
っ
そ
う
複
雑
化
し
た
こ
と
に

関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
曽
根
崎
心
中
」
の
お
初
、
徳
丘
（
を
は
じ
め
と
し
て
、
前
期
の
作
品
の
人
々

に
は
義
理
に
よ
る
拘
束
力
が
強
い
働
き
か
け
を
し
な
か
っ
た
か
ら
何
の
隠
跨
も

な
く
恋
に
生
き
恋
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
近
松
は
同
じ
様
な
趣
向

や
単
調
を
な
く
す
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
義
理
を
加
え
て
筋
の
複
雑
化
を
は
か
っ

た
。
そ
の
複
雑
化
は
一
作
ご
と
に
充
実
し
、
後
期
に
お
い
て
義
理
の
重
圧
が
著

し
く
強
力
な
も
の
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
前
期
の
作
品
は
主
人
公
を
と
り
ま
く
状
況
も
さ
ほ
ど
複
雑
で

は
な
く
、
簡
単
に
死
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
観
客
の
納
得
の
い
く
感
動
を
呼
び

お
こ
し
た
。
し
か
し
、
作
品
の
数
を
経
る
に
つ
れ
て
周
囲
の
状
況
が
複
雑
化



し
、
死
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
た
と
え
、
そ
こ
で
主
人
公
た
ち
が

死
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
劇
的
に
生
き
て
死
ん
だ
と
い
う
感
じ
を
与
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
葛
藤
の
な
い
悲
劇
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
逃
げ

た
り
、
死
ぬ
こ
と
が
遅
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
じ
め
さ
が
克
服
さ
れ
、
主
人

公
が
そ
の
苦
し
み
の
中
を
敢
て
生
き
、
葛
藤
の
末
、
死
ぬ
こ
と
こ
そ
、
充
分
な

る
感
動
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

結

び

近
松
は
元
禄
十
六
年
か
ら
享
保
七
年
ま
で
の
二
十
年
間
に
二
十
四
篇
の
世
話

物
を
書
い
た
。
そ
の
二
十
四
篇
の
作
品
に
お
い
て
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
に

至
っ
た
主
人
公
た
ち
の
反
応
、
行
動
に
「
冥
途
の
飛
脚
」
を
境
と
し
て
差
異
を

生
じ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
期
で
は
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況

に
至
る
と
何
の
擦
路
も
な
く
簡
単
に
死
ん
で
い
く
の
で
あ
る
が
後
期
に
な
る
と

こ
の
陛
へ
の
未
練
が
残
り
、
生
へ
の
執
着
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

何
故
そ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
第
二
章
以

下
で
考
察
し
て
き
た
。

近
松
が
「
冥
途
の
飛
脚
」
以
後
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
に
至
る
と
生
へ
の

執
着
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
作
品
に
お
け
る
彼
の
円
熟
味

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
江
戸
時
代
は
武
士
の
恥
と
い
う
気
風
が
平
民
に
も
深
く
浸
透
し
た
た

め
に
「
一
分
た
た
ぬ
」
「
人
中
に
出
ら
れ
ね
」
と
い
う
状
況
に
陥
ち
入
る
と
、

こ
の
ま
ま
お
め
お
め
と
生
き
な
が
ら
え
る
よ
り
も
淑
く
死
ん
だ
方
が
讃
美
さ
れ

る
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
で
あ
る
以
上
、
生
い
作
欲
の
な
い
も
の
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
の
真
の
資
と
い
う
も
の
を
近
松
が
後
期
に
お
い
て
写

実
的
に
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
主
人
公
の
身
分
と
い
う
点
か
ら
も
「
冥
途
の
飛
脚
」
以
後
で
は
前
期

に
多
か
っ
た
不
安
定
な
身
の
上
の
者
や
一
途
な
恋
に
生
き
る
者
の
減
少
に
よ

り
、
未
練
が
ま
し
く
生
へ
の
執
着
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
作
品
の
構
成
が
後
期
に
な
っ
て
複
雑
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
主
人
公

た
ち
は
死
ぬ
に
死
ね
な
い
状
況
に
追
い
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ

る。
後
期
の
作
品
に
お
い
て
は
前
期
の
そ
れ
の
よ
う
に
す
ぐ
に
死
な
せ
て
し
ま
っ

て
は
感
動
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
複
雑
化
し
た
状
況
に
お
い
て
は
局

聞
の
義
瑚
、
人
情
の
中
で
葛
藤
を
し
、
悩
み
苦
し
ん
で
死
ん
だ
時
、
は
じ
め
て

感
動
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
残
る
も
の
は
み

r

じ
め
さ
だ
け
で
あ
る
。

観
客
の
方
に
お
い
て
も
、
当
然
主
人
公
た
ち
の
葛
藤
す
る
姿
を
前
に
し
た

ら
、
逃
げ
て
何
と
か
少
し
で
も
生
き
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
に
な
る
と
思

う
の
で
あ
る
。
そ
の
当
然
な
観
客
の
要
望
に
「
冥
途
の
飛
脚
」
以
後
の
生
へ
の

執
着
と
い
う
山
然
な
型
を
と
ら
せ
て
近
松
が
答
え
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
「
冥
途
の
飛
脚
」
を
境
と
し
て
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
下
の

以
応
、
行
動
に
差
異
を
生
じ
て
い
る
の
は
、
主
人
公
た
ち
の
社
会
的
身
分
や
作

品
の
構
成
方
法
、
時
代
背
景
な
ど
種
々
の
要
素
が
重
な
り
あ
っ
て
生
じ
た
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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