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商

自
許

里

・
し

し

こ
ら

か
す

私
話

―
―
文

学

語

彙

と

そ

の
周

辺
―
―

一

万
葉
集
巻
七
の

「商
自
許
里
」

（
一
二
六
四
）、　
巻
十
二
の

「思
許
理
来
目

八
面
」

（
二
八
七
〇
）
の
二
つ
は
、
ま
だ
明
快
と
い
う
ほ
ど
の
解
釈
を
得
て
い

な
い
こ
と
ば
で
、
大
抵
疑
い
を
存
し
つ
ヽ
一
応
の
解
決
を
つ
け
て
あ
る
の
が
普

通
で
あ
る
。

西
市
商
　
但
独
出
而
　
眼
不
並
　
面貝
師
絹
之
　
商
自
許
里
鴨
貧

一
一六
四
）

我
背
子
之
　
将
来
跡
語
之
　
夜
者
過
去
　
思
咲
八
更
々
　
思
許
里
来
目
八

面

（
二
八
七
〇
）

前
者
の
第
三
句

「限
不
並
」
は

「
メ
ナ
ラ
バ
ス
」

「
メ
ナ
ラ
ベ
ス
」
の
二
つ

の
訓
が
あ
り
、
第
四

「買
師
」
に
は

「
カ
ヘ
リ
シ
」

「
カ
ヒ
ニ
シ
」

「
カ
ヒ
テ

シ
」
の
三
つ
の
訓
が
見
ら
れ
る
。
問
題
の
第
五
句
は
新
考
が
誤
字
説
で

「商
耳

許
里
鶴
」
と
改
め
て

「
ア
キ
ニ
コ
リ
ツ
ル
」
と
訓
ん
だ
外
に
は
異
説
が
な
い
。

後
者
は
、
こ
れ
も
新
考
に
第
四
旬
の

「更
々
」
を
改
め
て

「今
更
」
と
す
る
説

が
あ
る
外
は
、
訓
法
に
は
異
同
が
見
ら
れ
な
い
。
本
論
の
目
的
は

「
し
こ
り
」

の
意
味
に
あ
る
の
で
、
細
か
な
こ
と
に
は
触
れ
な
い
で
、
私
の
す
き
な
よ
う
に

一
応
よ
み
く
だ
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

西
の
市
に
た
だ
独
り
出
で
て
限
並
べ
ず
買
ひ
て
し
絹
の
商
じ
こ
り
か
も

原

田

芳

起

わ
が
せ
こ
が
来
む
と
語
り
し
夜
は
す
ぎ
ぬ
し
ゑ
や
さ
ら
さ
ら
し
こ
り
来
め

や
も

そ
こ
で
、
今
日

一
番
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
で
は
、

「あ
き
じ
こ
り
」

は

「買
ひ
そ
こ
な
ひ
」、

「
し
こ
り
来
め
や
も
」
は

「
ま
ち

が
っ
て
も
来
る
こ

と
は
あ
る
ま
い
」
と
す
る
。
し
か
も
大
抵
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
だ
と
こ
と
わ
っ

て
あ
る
。
問
題
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
出
発
す
る
。

こ
の

「し
こ
つ
」

「し
こ
る
」
に

「
し
そ
こ
な
い
」
と
い
う
概
念
が
含
ま
っ

て
い
る
と
い
う
見
解
は
、
源
氏
物
語
若
紫
の

し
し
こ
ら
か
し
つ
る
時
は
う
た
て
待
る
を

と
い
う
表
現
に
見
え
る

「
し
し
こ
ら
か
す
」
と
い
う
語
の
解
釈
と
関
連
し
て
成

り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

「
し
し
ら
ら
か
す
」
の
解
釈
が
、
実
は
は

な
は
だ
明
瞭
を
欠
く
点
が
あ
っ
て
、
説
も
ま
た
区
々
で
あ
る
。　
一
方
の
解
義
が

も

っ
と
は
っ
き
り
し
て
こ
な
い
と
他
方
も
ま
た
あ
い
ま
い
な
理
解
に
と
ど
ま
る

こ
と
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
堂
々
め
ぐ
り
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
源
氏
物
語
の

註
釈
で
は
万
葉
の
註
釈
を
引
い
て
、

「
シ
ヨ
ル
」
は

「
ア
ヤ
マ
ツ
」
意
で
あ
る

か
ら
と
い
う
根
拠
づ
け
に
満
足
し
、
万
葉
語
の
解
義
で
は
そ
の
根
源
を
源
氏
物

語
の
註
釈
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
も
ひ
と
つ
何
か
不
満
を

感
じ
て
い
る
。
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「あ
き
じ
こ
り
」
「
し
こ
り
こ
め
や
も
」

「
し
し
こ
ら
か
す
」
三
者
に
、
通
じ

て
動
詞

「
シ
ヨ
ル
」
が
語
根
と
し
て
ふ
く
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
ま
ず

認
め
て
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
大
言
海
は
じ
め
、
辞
書
ま
で
が

「
シ
コ
ル
」
の

語
義
を

「
ア
ヤ
マ
ツ
・
シ
ク
ジ
ル
」
と
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
い
さ
さ

か
断
定
が
は
や
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
断
定
の
根
拠
を
さ
ら
に

検
討
し
て
み
る
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二

万
葉
集
目
安
に
は
、

商
自
許
里
鴨
、
フ
ロ
キ
絹
ヲ
カ
ヒ
テ
コ
リ
タ
リ
ト
云
心
也
。

思
許
理
来
目
八
面
、
シ
キ
リ
ナ
ル
心
也
。

と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
た
か
ど
う
か
、
万
葉
集
新
考
に
は
、

「商
自
許

里
」
を

「商
為
懲
」
と
解
し
て
い
る
。

「懲
る
」
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る

説
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
語
法
的
な
い
し
語
構
成
の
方
式
か
ら

見
て
、
可
能
性
の
少
い
説
で
あ
る
。

「思
許
理
来
目
八
面
」

の
方

の

「
シ
キ

リ
」
説
も
代
匠
記
に
再
び
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
意
味
の
上
か
ら
見
て
、
あ

ま
り
縁
遠
く
て
、
ま
ず
問
題
に
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。

注
目
す
べ
き
説
は
、
や
は
り
古
義
の
述
べ
る
所
で
あ
る
。
今
日
の
通
説
と
見

る
べ
き
考
え
は
、
古
義
か
ら
出
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
雅
澄
は
ま
ず
略
解
の

「
シ
ミ
コ
ル
」
説
や
代
匠
記
の

「
シ
キ
ル
」
説
を
批
判
し
て
、
源
氏
物
語
を
引

い
て
自
説
を
述
べ
た
。

今
按
に
商
の
し
そ
こ
な
ひ
を
云
な
る
べ
し
。
失
計
ふ
こ
と
を
シ
ヨ
ル
と
云

は
、
源
氏
物
語
に
、
し
ヽ
こ
ら
か
し
つ
る
時
は
う
た
て
待
る
を
、
と
く
こ

そ
心
み
さ
せ
給
は
め
、
と
あ
り
。

（孟
津
、
し
ヽ
こ
ら
か
し
つ
る
時
は
は

し
そ
こ
な
ふ
て
は
な
り
）

さ
ら
に
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
の

「
し
ヽ
こ
ら
か
す
」
の
使
用
例
を
も
あ
げ
、
ま

た
巻
十
二
の

「思
許
里
」
が
同
言
で
あ
る
こ
と
を
断
定
し
た
。

そ肛諫ビけ鵠静馨けに抑制孵げ物
（ょけ力ヽに榔れは詢れ昔ヵ、蛯嘲講わ智

心
得
誤
り
て
、

瀕
と
同
と
せ
る
は
叶
ひ
が
た
し
。
又
岡
部
氏
が
思
許
理
は

如
是
在
と
い
ふ
義
な
り
と
云
る
も
あ
た
ら
ず
。

彼
の
説
は
き
わ
め
て
断
定
的
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
理
由
を
説
い
て
い
な
い

ほ
ど
の
単
純
さ
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
古
註
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
と
こ
ろ

に
も
問
題
が
あ
る
し
、

「し
し
こ
ら
か
す
」
と

「し
こ
る
」
と
の
意
味
を
区
別

嗽
怒
罐
性
は
「
“

「 の
品
嚇

て 力、
れ
（
ｒ
巌
】
は
輌
繰
¨
稀
機
は
「
】
昼
″

こ 「れ
は

納
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。

「し
こ
り
て
も
来
め
や
」

な
ら
わ
か
る
。
古
義
の
解
釈
は
巻
十
二
の
歌
の
方
で
語
法
的
矛
盾
を
お
か
し
て

い
る
と
い
う
疑
い
が
あ
っ
た
と
思
う
。

次
は
検
討
を
要
す
る
の
は
、
大
言
海
の
解
義
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
が
古
義

に
も

っ
と
も
多
く
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
、

「あ
き
じ
こ
り
」
に

「買
ヒ
ソ
コ

ナ
と
、
カ
ヒ
カ
プ
リ
」
の
意
味
を
与
え
て
い
る
こ
と
と
、

「し
こ
る
」
に

「
ソ

コ
ナ
フ
、
ア
ヤ
マ
ツ
」
等
の
訳
語
を
附
し
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。
た
だ
古

義
以
上
に
出
て
い
る
の
は
、

「名
義
抄
、
証
シ
ヨ
ル
」
を
文
献
と
し
て
あ
げ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

類
衆
名
義
抄
を
検
す
る
と
、
観
智
院
本
で
は
、
そ
れ
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は
、

「
シ
ョ
ハ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

「証
、
譜
、
訳
」
等
の
字
に
附
さ
れ

た

「
シ
ョ
ゾ
」
の
誤
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

万
葉

。
源
氏
の
解
釈
を
成
立
せ
し
め
る
十
分
な
意
味
論
的
研
究
は
行
わ
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
。



武
田
詰
吉
博
士
の
全
註
釈
及
び
全
講
を
読
む
と
、
こ
の
語
に
つ
い
て
は
疑
い

を
存
す
る
方
法
を
取
っ
て
い
ら
れ
る
。
全
講
の
方
が
摘
要
に
便
利
で
あ
る
と
思

う
か
ら
、
そ
れ
を
引
用
さ
せ
て
頂
く
。

ア
キ
ジ
ヨ
リ
カ
モ
、
商
為
懲
か
も
で
買
物
を
し
て
懲
り
た
こ
と
ょ
の
意
。

（
但
し
訳
の
方
に
は

「買
ひ
そ
こ
な
ひ
で
す
」
と
あ
る
。
筆
者
註
記
）

シ
ヨ
リ
コ
メ
ヤ
モ
、
シ
ョ
リ
未
詳
の
語
、

「買
ひ
に
し
絹
の
商
じ
こ
り
か

も
」
の
シ
ヨ
リ
と
同
義
で
、
し
そ
こ
な
ひ
し
ま
ち
が
ひ
か
と
い
う
。

巻
七
の
方
で
は

「懲
ル
」
の
概
念
を
含
む
と
見
る
万
葉
目
安
以
来
の
説
の
方

に
傾
き
、
巻
十
二
の
方
で
は
、
古
義
の
失
計
説
に
一
応
従
っ
て
解
し
て
い
ら
れ

る
。
結
局
通
説
に
従
っ
て
お
く
が
、
そ
れ
で
は
十
分
安
心
は
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
を
註
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。

要
す
る
に
、
今
日
通
説
と
し
て
一
応
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
古
義
の
説
で

あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
源
氏
物
語
の
註
釈
に
あ
っ
た
。
そ
の
源
氏
の
註
釈
の
方

は
十
分
解
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
い
う
と
、
決
し
て
、
そ
う
は
い
え
な

い
。
現
在
ま
で
の
結
果
で
見
る
と
、
こ
の
話
に
関
す
る
限
り
、
源
氏
で
万
葉
を

証
し
、
万
葉
で
源
氏
を
証
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
っ
た
。
第
二
の
も
の
、
つ

ま
り
も

っ
と
広
い
意
味
論
探
求
を
背
景
と
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
以
上
進
み
え
な

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

三

源
氏
物
語
の

「
し
し
こ
ら
か
す
」
に
関
す
る
語
釈
の
変
遷
を
検
討
し
よ
う
。

現
代
に
至
る
間
、　
一
番
勢
力
の
あ
る
説
は

「
し
そ
こ
な
う
」
説
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を

一
応
通
説
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
註
釈
に
よ
ら
ず
に

素
朴
に
読
み
取
っ
た
も
の
、
文
脈
か
ら
汲
み
取
っ
た
も
の
は
、
い
さ
さ
か
通
説

と
ず
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
私
は
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
源
氏
の
文

章
を
読
ん
で
み
る
。

北
山
に
な
ん
、
な
に
が
し
寺
と
い
ふ
所
に
か
し
こ
き
行
ひ
人
待
る
。
こ
ぞ

の
夏
も
世
に
起
り
て
人
々
ま
じ
な
ひ
わ
づ
ら
ひ
し
を
、
や
が
て
と
ど
む
る

た
ぐ
ひ
あ
ま
た
待
り
き
。
し
し
こ
ら
か
し
つ
る
時
は
う
た
て
待
る
を
、
と

く
こ
そ
こ
こ
ろ
み
さ
せ
給
は
め
。

（若
紫
）

傍
例
と
な
る
も
の
は
、
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
巻
十
の
文
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
古

義
に
も
雅
言
集
覧
に
も
引
い
て
あ
る
の
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
文
脈
を
知

り
た
い
の
で
、
群
書
類
従
の
同
書
か
ら
少
し
長
く
引
用
し
て
み
る
。

日
井
は
、
監
物
清
経
や
ま
ひ
に
わ
づ
ら
ひ
て
限
り
な
り
け
る
に

「ざ
う
ぼ

う
て
ん
じ
て
は
や
く
し
の
ち
か
ひ
ぞ
」
と
う
た
ひ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
病
を

や
め
、
ち
か
く
は
左
衛
門
督
通
季
お
こ
り
心
地
に
わ
づ
ら
ひ
て
、
し
し
こ

ら
か
し
て
あ
り
け
る
に
、

「ゆ
め
ノ
ヽ
い
か
に
も
な
き
に
」

（
と
脱
力
）

両
度
う
た
ひ
て
、
あ
せ
あ
え
て
や
み
に
け
り
。

後
に
列
挙
す
る
諸
説
を
批
判
す
る
準
備
作
業
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
。　
ま
ず
、

「し
し
こ
ら
か
す
」
は
他
動
詞
で
あ
り
、
　

「
か
す
」
は
自
動
詞
を
他
動
詞
化

す
る
接
尾
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。

ま
ど
ふ
―
―
ま
ど
は
か
す

こ
ろ
ぶ
―
―
こ
ろ
ば
か
す

く
る
べ
く
―
―
く
る
べ
か
す

そ
こ
で
、
も
し

「し
‐
し
こ
ら
―
か
す
」
と
い
う
三
元
的
構
成
を
認
め
る
と
す

る
と
、

「
し
」
は
本
来
他
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
　

「
し
」

「し
が
ら
―
か
す
」
と

い
う
他
動
詞
二
語
を
連
ね
た
も
の
と
な
り
、
従
っ
て

「
か
す
」
で
他
動
詞
化
さ

れ
た
原
動
詞

「
し
こ
る
」
は
自
動
詞
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
大
事
な

点
で
あ
る
。

次
に
他
動
詞
と
し
て
機
能
す
る

「し
し
こ
ら
か
す
」
の
目
的
語
格
は
何
で
あ



る
か
。
右
に
あ
げ
た
二
つ
の
文
例
の
場
合
、
病
で
あ
る
の
か
、
治
療
手
段
で
あ

る
の
か
。
こ
の
点
は
あ
い
ま
い
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、病

を
こ
じ
ら
か
す

治
療
を
し
そ
こ
な
ふ

の
両
解
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
わ
嘉
姥
扱
っ
た

一
番
た
い
せ
つ
な
も
の
は
河
海
抄
で
あ
ろ
う
。

為

発

或
起
。
世
俗
に
、
し
そ
び
ら
か
す
と
い
ふ
や
う
な
る
心
か
。

こ
の
解
義
は
二
段
に
わ
け
て
考
え
ら
れ
る
。
上
に
漢
字
を
記
し
た
の
は
、
訓

読
語
例
を
示
し
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
、
註
者
の
解
釈
を
、
漢
字
で
示
し
た
か
、

と
も
思
わ
れ
る
。
下
に
世
俗
に
云
云
と
し
た
の
は
、
類
義
語
を
あ
げ
た
の
で
理

解
を
助
け
る
手
段
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
後
の
学
者
は
み
な
下
段
の

み
を
重
視
し
て
、
上
段

「為
発
」
の
文
字
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
。

「
シ
ヨ

ル
」
と
い
ふ
自
動
詞
に
、
発
ま
た
は
起
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑

っ

て
み
た
人
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

下
段
の

「し
そ
び
ら
か
す
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「そ
び
る
」
は
下
三
段
の

自
動
詞
と
見
ら
れ
る
。
語
根
に
背
ま
と
は
外
の
意
義
を
含
む

「そ
」
を
認
め
ら

れ
る
と
す
れ
ば
、

「逸
脱
す
る
」

「そ
れ
る
」
の
意
味
を
と
ら
え
ら
れ
そ
う
で

あ
る
。
な
す
べ
き
適
当
の
時
機
も
し
く
は
手
段
を
失
す
る
意
味
か
ら

「し
そ
こ

な
う
」
意
味
に
も
な
り
得
る
。
後
の

「失
計
」
説
の
淵
源
は
こ
こ
に
あ
る
。
し

か
し
こ
の
語
の
構
造
か
ら
分
釈
を
細
か
に
す
れ
ば
、

「そ
び
ら
か
す
」
は
や
は

り
事
態
が
意
図
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ

っ
て
、

「そ
び
れ

る
」
の
は
事
態
の
側
で
あ
り
、

「失
敗
」
は
自
己
の
側
で
あ
る
。
だ
か
ら

「失

計
」
は

「し
」
の
中
に
関
係
的
に
附
着
し
た
意
味
で
あ
り
、

し
＝
す
る
こ
と
の
ま
ず
さ
に
よ
っ
て
、

そ
び
ら
＝
事
態
が
そ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に

か
す
―
し
て
し
ま
う
。

の
三
元
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
準
ず
る
な
ら
ば
、

し
＝
治
療
手
段
の
ま
ず
さ
に
よ
っ
て
、

し
こ
ら
＝
病
が
シ
ヨ
ル
よ
う
に

か
す
＝
し
て
し
ま
う
。

と
い
う
構
成
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
シ
ヨ
ル
」
の
意
味
は
何
か
。
そ

れ
を
河
海
抄
は

「発
」
あ
る
い
は

「起
」
で
示
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
う
。
こ
れ
を

一
つ
の
注
意
点
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。

湖
月
抄
は
新
見
を
示
さ
ず
、
孟
津

・
細
流
の
二
抄
の
説
を
並
べ
て
い
る
。

孟
、
し
そ
な
ふ
て
は
と
也
。
細
、
疲
は
し
そ
び
ら
か
し
て
は
あ
し
く
て
お

ち
か
ぬ
る
由
也
。

河
海
説
と
同
趣
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
の
中
か
ら

「
シ
ヨ
ル
」
を
抽
出
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
世
の
註
釈
は
分
析
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
そ
の
特

性
の
一
つ
と
す
る
。

近
世
の
説
は
、
語
全
体
と
し
て
の
意
味
づ
け
は
中
世
の
説
と
同
方
向
が
あ
る

が
、
語
を
分
析
し
、
語
源
か
ら
説
こ
う
と
す
る
特
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
ゝ
に
は

特
に
注
意
す
べ
き
説
だ
け
あ
げ
て
ゆ
く
。
ま
ず
真
淵
の
新
釈
の
説
。

上
の
し
は
為
な
り
。
次
の
し
こ
ら
し
は
物
の
凝
か
た
ま
る
な
り
。
う
た
て

は
せ
ん
か
た
な
き
な
り
。
右
の
ご
と
く
な
ま
ノ
ヽ
の
ま
じ
な
ひ
な
ど
為
、

し
こ
ら
か
し
て
は
云
云
と
な
り
。

「し
こ
る
」
の
中
に

「
コ
ル
」

（凝
）
の
概
念

を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
分
析
的
に
、
語
源
的
に
考
え
る
方
向
に
、
中

世
の
語
釈
と
ち
が
っ
た
性
格
が
あ
る
。
近
代
の
学
説
で
も
、
万
葉
集
註
釈
は
、

シ
ヨ
リ
は
凝
り
固
ま
る
意
で
云
云



と
こ
の
説
を
用
い
て
い
る
。

次
に
注
意
す
べ
き
は
、
萩
原
広
道
の
源
氏
物
語
評
釈
の
説
で
あ
る
。
語
源
の

考
え
で
真
淵
と
か
な
り
別
の
行
き
方
を
し
て
い
る
。

し
じ
こ
る
は
縮
凝
の
意
な
る
べ
し
。
ま
じ
な
ひ
損
ず
れ
ば
病
の
縮
み
凝
り

て
お
ち
か
ぬ
る
也
。

意
味
づ
け
の
方
向
で
は
、
真
淵
と
も
古
来
の
註
釈
と
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が

「
し
じ
１
」
ら
か
す
」
と
分
割
し
て
考
え
て
、

「為
」
を
追

ひ
出
し
て
し
ま
っ

た
点
で
独
自
な
考
え
と
な
っ
て
い
る
。

「し
損
ず
れ
ば
」
と
い
う
意
味
は
文
脈

に
あ
ず
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
の
か
。
こ
の
分
割
に
は
、
問
題
が
あ
ろ

う
。

「し
で
か
す
」
「し
そ
び
ら
か
す
」
「し
く
じ
る
」

「
し
そ
こ
な
ふ
」
な
ど

の
類
型
を
並
べ
て
ゆ
く
と
、
語
頭
に

「為
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
も
し
病
が
こ
じ
れ
る
意
味
の

「
シ
ジ
ヨ
ル
」
が
存
在
し
た
と
仮
定

す
る
な
ら
ば
、
あ
り
ふ
れ
た
語
で
あ
る
べ
き
で
、
他
に
文
献
を
発
見
で
き
そ
う

な
も
の
で
あ
る
。

評
釈
の
説
に
は
無
理
が
あ

っ
て
、
そ
の
ま
ま
を
承
け
た
も
の
は
あ
ま
り
見
な

い
。
た
だ

一
説
に
そ
な
え
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
。
し
か
る
に
奇
妙
な
影
響
を
そ

の
後
の
源
氏
物
語
学
に
与
え
た
。
そ
れ
は
、
第
二
音
を
濁
っ
て

「し
じ
こ
ら
か

す
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　

「し
―
し
こ
ら
か
す
」
の
構
成
で

も
連
濁
で
濁
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
事
実
は
、
評
釈
以
前

に
は
濁
っ
て
読
ん
だ
例
を
見
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
、
現
代
の
ほ
と
ん
ど

の
人
が
濁
っ
て
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
応
管
見
を
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
尾
州
家
河
内
木
源
氏
物
語
の
本
文
に
附
さ
れ
た
声
点
が
注
意
を
要
す

ス
リ
。

し
し
こ
ら
か
し

第
二
音
が
清
ん
で
い
る
。
ま
た
ア
ク
セ
ン
ト
的
に
は
こ
の
語
は

一
語
化
さ
れ

な
い
形
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
シ
‐
シ
ヨ
ラ
ー
カ
シ
」
の
よ
う
に
ア
ク
セ

ン
ト
的
に
は
三
語
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
音
に
連
濁
が
起
ら
な
い
の

は
そ
の
結
果
で
あ
る
。

里
村
紹
巴
の
源
氏
物
語
抄
で
も
こ
の
話
に
清
濁
点
を
附
し
て
い
る
が
清
点
で

あ
る
。
ど
う
も
こ
の
語
は
濁
っ
て
読
む
の
は
広
道
以
後
の
誤
り
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
間
を
持
た
さ
れ
る
。

そ
こ
で
山
脇
毅
博
士
に
版
本
に
お
け
る
こ
の
語
の
清
濁
は
ど
う
な
っ
て
い
る

だ
ろ
う
か
と
い
う
御
話
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
後
ま
も
な
く
御
所
持

の
本
に
つ
い
て
た
し
か
め
て
下
さ
っ
た
。
濁

っ
て
よ
む
例
は
、
版
本
で
は
、
な

さ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
博
士
が
御
教
示
下
さ
っ
た
版
本
の
名
称
を

右
に
記
録
し
て
お
く
。
も
ち
ろ
ん
全
般
に
濁
点
を
施
し
て
い
る
版
本
に
つ
い
て

調
べ
て
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

万

水

一
露

　

難

轟

価

馨

九
顔

首
圭日
本
　
　
競嫁
廿
一特
蹴

絵
入
大
本
　
　
認餃
一・一軒馴
刊

絵
入
小
本
　
　
刊
記
な
し

湖
月
抄
　
　
駆
載輌鮮城

こ
の
御
教
示
は
非
常
に
有
難
か
っ
た
。

「
し
じ
こ
ら
か
し
」
と
濁
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
評
釈
の
語
源
説

「縮
凝
」
か
ら
来
た
も
の
で
、
こ
の
語
源
説
を

採
用
し
な
い
限
り
不
条
理
な
も
の
と
断
じ
て
よ
い
。
源
氏
物
語
大
成
索
引
篇
で

は
濁

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
正
し
い
わ
け
で
あ
る
。

附
言
し
て
お
く
が
、

「為
」
を
冠
し
た
複
合
語
で
そ
れ
に
接
す
る
語
の
第

一

音
に
連
濁
が
起
る
か
ど
う
か
を
大
言
海
で
検
し
た
が
、　
一
例
も
濁
っ
た
も
の
は

見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
で
も

「し
じ
こ
ら
か
し
」
と
濁
ら
す
の
は
正
し
く
な
い
こ

と
が
証
さ
れ
る
と
思
う
。
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な
意
味
づ
け
を
し
て
い
る
限
り
は
進
み
よ
う
が
な
い
。
鹿
持
雅
澄
の
古
義
の
説

が
勝
利
を
し
め
た
形
で
、
大
言
海
以
下
そ
れ
を
用
い
て
、
源
氏
物
語
の
註
解
も

そ
の
線
で
支
配
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

「
シ
ョ
ル
」
に
は
た
し
て

「為
損
じ
る
」
意
味
が
あ
る
か
は
万
葉
で
は
証
明

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
源
氏
の
文
で
は
ど
う
か
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に

「
シ
ョ
ル
」
を
語
構
成
要
素
と
し
て
認
め
れ
ば
こ
れ
は
自
動
詞
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る

「
シ
ヨ
ル
」
が

「し
く
じ
る
」
意
味
だ
っ
た
ら

「
シ
ー
シ
ヨ
フ
ー
カ
ス
」

が
成
立
し
な
く
な
る
。

‥万
葉
十
二
の
歌
で
も

「
シ
ヨ
ル
」
は
自
動
詞
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
源
氏
の

「し
‐
ｔ
こ
ら
―
か
す
」
に
お
い
て
は
、

「し
そ
こ
な
ふ
」

意
味
は
、
む
し
ろ
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

「し
」
の
中
に
あ
る
と
解
さ
れ
る

可
能
性
が
大
き
い
。
治
療
の
手
段
を
誤
っ
て
、
病
を
し
て

「
シ
ヨ
ラ
」
し
め
る

と
解
す
る
の
が
、
語
構
成
の
条
理
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

結
局
は

「
シ
ヨ
ル
」
の
語
意
を
証
明
す
る
こ
と
が
最
大
の
き
め
手
と
な
っ
て

来
る
。
さ
い
わ
い
に
こ
の
語
は
現
代
の
方
言
に
か
な
り
の
分
布
を
示
し
、
文
献

に
も
い
く
つ
か
の
派
生
語
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
を
閑
却
し
た
の
は
手
落
ち
で

ぁ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
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も
、
中
世
ま
で
は
俗
間
に
も
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
は
、
但
言
集
覧
が
大

友
興
廃
記
の
用
例
を
あ
げ
て
い
る
の
で
も
察
せ
ら
れ
る
。

近
松
の
語
彙
に
も

「
し
こ
り
ば
く
ち
」

「飲
み
し
こ
る
」
の
例
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
同
語
で
あ
る
か
の
説
明
は
後
に
し
よ
う
。

全
国
方
言
辞
典
か
ら
、
各
地
の
方
言
に
現
わ
れ
る

「
シ
ヨ
ル
」
の
意
義
素
を

類
型
に
よ
っ
て
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ａ
　
繁
る
、

「草
が
シ
ヨ
ル
」

ｂ
　
威
張
る
、
気
取
る
、
肩
を
そ
び
や
か
す
、
「
ア
イ
ツ
ガ
シ
ヨ
ツ
ト
ル
」

ｃ
　
強
く
な
る
、
烈
し
く
な
る
、

「風
が
シ
ヨ
ル
」

ｄ
　
さ
わ
ぐ
、
あ
ば
れ
る
、

ｅ
　
病
気
が
ぶ
り
か
え
ず
、

わ
た
く
し
の
郷
里

（熊
本
県
阿
蘇
郡
）
の
方
言
で
こ
の
ａ
ｂ
の
意
味
で
よ
く

用
い
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

稲
ノ
株
ガ
ヨ
ウ
シ
ヨ
ン
テ
来
タ

シ
ョ
ッ
テ
サ
ル
ク

（威
張
っ
て
歩
く
）

熊
本
県
の
一
部
で
は
、
威
張
る
な
と
い
う
意
味
で

「
シ
ヨ
ラ
イ
ナ
」

「
シ
ヨ

ル
ナ
」
な
ど
い
う
。
ａ
ｂ
二
つ
の
意
味
が
自
然
に
通
ず
る
の
は
、
肩
を
そ
び
や

か
す
の
が
、
自
分
を
大
き
く
見
せ
よ
う
と
す
る
点
で
、
草
木
が
繁

っ
て
量
を
増

す
の
と
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
推
し
て
ｃ
ｄ
ｅ
の
意
味
も
同
語
か

ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て
、
十
分
理
解
で
き
る
。
ｅ
の
病
気
が
ぶ
り
か
え
す
も

勢
を
増
し
て
来
る
点
は
同
じ
で
は
な
い
か
。

大
言
海
に

「
し
こ
り
」

（病
）
を
載
せ
て
い
る
。

「病

二
因
リ
テ
肉
中

二
塊

ノ
如
キ
モ
ノ
ノ
起
ル

，
卜
」
と
説
明
し
、
浮
世
風
呂
の
、

ョ
ク
し
こ
り
も
取
レ
テ
乳
ロ
ノ
明
ク
オ
薬
が
御
座
イ
マ
シ
タ

を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
も
同
系
語
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
。
僅
言
集
覧
に

よ



し
こ
り
　
堆
核

〔広
恵
済
急
方
上
〕

を
記
し
て
い
る
。
病
が
増
長
し
根
強
く
な
っ
て
、
ぐ
り
ぐ
り
の
よ
う
な
も
の
に

な
っ
た
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
わ
だ
か
ま
り
の
意
に
も
転
用
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
は
じ
め
か
す
か
に
苦
痛
を
与
え
て
い
た
も
の
が
次
第
に
シ
ヨ
ッ
て
来

て
、
つ
い
に
抜
き
が
た
い
か
た
ま
り
と
な
る
と
感
じ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る

と
思
う
。

近
松
語
彙
の

「飲
み
し
こ
る
」
は
、
次
第
に
増
長
し
て
烈
し
く
飲
む
意
味
で

よ
く
わ
か
る
。

「
し
こ
り
ば
く
ち
」
も
次
第
に
深
入
り
し
て
、
と
め
ど
な
く
猛

烈
に
ば
く
ち
に
打
ち
込
む
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
。

パ
ジ
ェ
ス
の
日
仏
辞
書
に
も
、
傲
慢
な
威
張
っ
た
態
度
や
物
言
い
を

「
シ
ヨ

ル
」
の
意
味
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

（Ｓ
●
一
ｏ
ュ

０̈
し

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
言
海
に

「し
そ
こ
な
ふ
」
意
味
の

「
し
こ
る
」

を
あ
げ
て
い
る
が
、
万
葉
集
古
義
あ
た
り
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
、
「
し
こ
る
」

の
語
例
か
ら
そ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

九
州
の
あ
ち
こ
ち
の
方
言
に
、　
宣
呂

の
概
念
を
表
わ
す

「
シ
ヨ
」

「
シ
ョ

ラ
」
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
れ
も
何
か
関
連
が
あ
り
そ
う
に
思
っ
て
い
る
。

農
村
語
彙
で
あ
っ
て
、
作
物
の
成
長
繁
殖
を
表
わ
す

「
シ
ヨ
ル
」
か
ら
、

「
シ

ヨ
ル
」
の
程
度
を
も

っ
て

「旦番

の
概
念
を
表
わ
し
た
も

の
で
は
あ
る
ま
い

か
。方

言
に
よ
っ
て
は
、

「大
き
い
こ
と
」
を
意
味
す
る

「
シ
ヨ
」
が
あ
る
。
但

言
集
覧
に
、

し
こ
た
ま
多
き
事
、
シ
■
ア
コ
と
も
云
、
醜
の
意
な
る
べ
し
。

し
こ
で
こ
な
い
　
遠
に
て
い
と
大
な
る
物
を
云
、
シ
ヨ
は
醜
の
義
、
デ
コ

は
デ
カ
と
も
い
ふ
。
大
き
な
る
事
也
。
重
ね
て
い
へ
る
な
り
。

こ
の

「
シ
ョ
」
も
同
系
の
語
で
あ
ろ
う
。
古
代
語
の

「
シ
ョ
」
が
ど
こ
に
意

義
の
核
を
も
つ
か
は
に
わ
か
に
定
め
が
た
い
が
、
は
じ
め
形
の
大
き
な
も
の
、　
　
婆

力
の
強
い
者
の
意
味
か
ら
、
や
が
て
醜
悪
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に

は
詈
詞
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

五

右
に
説
い
た

「
シ
ョ
ル
」
の
意
味
で
、
源
氏
物
語
及
び
万
葉
集
の
問
題
の
語

を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
わ
た
く
し
は
、
そ
れ
が
で
き
る
ば
か
り
で
な

く
、
断
定
的
な
解
釈
が
こ
れ
で
始
め
て
成
立
す
る
と
考
え
る
。

源
氏
物
語
の

「し
し
こ
ら
か
す
」
は
、

治
療
の
あ
や
ま
り
で
―
―
し

病
勢
を
増
強
す
る
よ
う
に
―
―
し
こ
ら

し
て
し
ま
う
―
―
か
す

と
解
す
れ
ば
よ
い
こ
と
は
、
前
の
説
明
を
綜
合
す
れ
ば
、
疑
い
も
な
い
こ
と
と

思
う
。　
こ
れ
は
一
語
で
あ
て
れ
ば

「
こ
じ
ら
す
」

と
い
え
る
。
し
か
し
語
根

の

「
シ
ョ
ル
」
に

「誤
る
」
意
が
な
い
こ
と
は
断
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
断
定
が
万
葉
の
場
合
を
正
解
す
る
の
に
大
切
で
あ
る
。
巻
七
の

「商
自

許
里
」
は
、
私
見
で
は
暴
利
の
意
で
あ
る
。
買
ひ
そ
こ
な
ひ
と
解
釈
さ
れ
た
た

め
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
商
な
う
の
は
買
う
側
で
は
な
く
て
売
る

側
の
行
為
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
商
行
為
が

「
シ
ョ
ル
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
実

質
以
上
の
高
値
を
買
い
手
に
お
し
つ
け
る
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
商
人
が
大
い

に
も
う
け
る
こ
と
、
大
し
て
も
な
い
も
の
を
高
く
つ
か
ま
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が

「あ
き
じ
こ
り
」
で
ぁ
る
。

西
の
市
に
出
て
、
人
に
も
見
て
も
ら
わ
ず
に
、
う
っ
か
り
自
分
独
り
ぎ
め

で
買

っ
た
あ
の
絹
の
、
―
―
ま
あ
何
と
い
う
暴
利
、
何
と
い
う
無
茶
な
も

う
け
か
た
を
す
る
も
の
だ
ろ
う
。



商
人
の
大
も
う
け
は
、
買
い
手
側
の
大
損
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

巻
十
二
の
例
は
、

「あ
や
ま
り
」
説
で
は
解
け
な
い
よ
う
に
思
う
。

「し
こ

り
来
め
や
」
で

「
ま
ち
が
い
に
も
来
よ
う
か
」
に
な
る
語
法
的
な
可
能
性
が
な

い
こ
と
を
前
に
も
述
べ
た
。

「し
こ
り
」
は
男
の
威
勢
の
よ
い
様
子
と
か
、
誇

大
な
表
情
と
か
を
表
わ
し
て
、
下
の

「来
」
を
限
定
し
て
い
る
と
考
え
た
ら
い

か
が
で
あ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
コ
ミ
カ
ル
な
表
現
で
、
日
ご
ろ
男
が
来
る
時
の

「
シ
ヨ
ッ
」
た
、
大
げ
さ
な
表
情
を
思
い
出
し
て
、

「今
と
な
っ
て
は
も
う
あ

の
人
が
い
つ
も
の
大
げ
さ
な
表
情
で
さ
わ
ぎ
な
が
ら
や
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
ろ

う
か
」
と
な
げ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
に

「
わ
が
せ
こ
が
来
む
と
語
り
し
時

す
ぎ
ぬ
」
と
あ
る
が
、
こ
の

「
わ
が
せ
こ
」
は
、

「う
ち
の
ひ
と
」
と
か

「
こ

ち
の
」
と
か
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、

「あ
の
人
」
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
か
、　
一

首
の
意
か
ら
、
呼
び
か
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
独
自
的
な
形
の
歌
で
、
多
少
悪

口
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

「例
の
心
に
も
な
い
こ
と
ま
で
誇
大
に
し
ゃ
べ
り
な

が
ら
恩
に
着
せ
る
よ
う
に
ふ
る
ま
う
」
男
の
よ
う
す
を
、

「
し
こ
り
」
と
深
ら

つ
に
表
現
し
て
も
よ
い
と
思
う
。
現
代
の
方
言
の
用
法
を
そ
の
ま
ま
あ
て
て

も
、　
一
通
り
は
わ
か
る
歌
で
あ
る
。

ァ
ノ
人
が
必
ズ
来
ル
ト
約
束
シ
タ
時
モ
過
ギ
テ
シ
モ
ウ
タ
。
ア
ア
シ
ャ
ク

ダ
、
モ
ノ
今
更
ア
ノ
人
ガ
イ
ツ
モ
ノ
ョ
ゥ
ニ

ハ
シ
ャ
ギ

ナ
ガ

ラ

「
シ
ヨ

ッ
」
テ
来
ル
コ
ト
ナ
ン
ゾ
ア
ル
モ
ン
カ
。

な
お
、
「
シ
ヨ
ル
」
は

「
シ
ヨ
」
を
用
言
化
し
た
も
の
か
、
　

「
お
ひ
こ
る
」

「
は
び
こ
る
」

「
お
し
こ
る
」
な
ど
と
共
通
し
た
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か

そ
れ
ら
の
点
は
現
在
の
資
料
の
み
で
は
十
分
断
定
し
う
る
に
至
ら
な
い
。

（附
記
、
巻
十
二
の

「
シ
ヨ
リ
コ
メ
ヤ
モ
」
は
、
今
更

「威
張

っ
て
来
る

よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
は
し
な
い
」
と
解
し
て
も
お
も
し
ろ
い
）

―
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
教
授
―




