
人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

櫻

井

ち

ひ

ろ

一

は
じ
め
に

﹃
万
葉
集
﹄
の
中
で
相
手
を
表
現
す
る
言
葉
は
︑﹁
妹
﹂
や
﹁
子
﹂︑﹁
背
﹂
や

﹁
君
﹂︑﹁
人
﹂
や
﹁
妻
﹂
な
ど
多
く
存
在
す
る
︒
そ
れ
ら
は
﹁
相
手
を
呼
ぶ
こ

と
ば
﹂
や
﹁
呼
称
﹂
と
称
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や
そ
れ
ら
の
語
が
い
か
に

し
て
選
択
さ
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た①

︒

品
田
悦
一
氏②

は
語
学
研
究
や
民
俗
学
な
ど
の
呼
称
に
つ
い
て
の
研
究
を
手
掛

か
り
と
し
﹃
万
葉
集
﹄
に
存
在
す
る
﹁
妹
﹂﹁
子
﹂﹁
背
﹂﹁
君
﹂
と
い
う
呼
称

は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
ち
︑
作
品
の
造
型
に
い
か
に
参
与
し
た
か
と
い
う
問

い
を
立
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
を
行
っ
た
︒
品
田
氏
は
︑
そ
の
中
で
︑
呼
称
を

選
択
す
る
際
の
原
理
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒

い
っ
た
い
呼
称
の
使
用
と
は
本
来
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
︑
甲
が
乙
を

呼
ぶ
呼
び
方
に
は
常
に
一
定
の
可
能
性
の
幅
が
あ
り
︑
甲
は
そ
の
広
が
り

の
中
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
最
も
適
切
と
感
ぜ
ら
れ
る
呼
称
を
そ
の

つ
ど
選
択
し
て
く
る
の
で
あ
る
︒

呼
称
は
歌
い
手
の
主
観
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ

き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
が
持
つ
特
殊
性
を
論
じ
た
︒
相
手
を
表
現
す
る
言
葉
か

ら
︑
歌
い
手
が
ど
の
よ
う
な
距
離
感
で
対
象
を
把
握
し
て
い
る
か
を
読
み
取
り
︑

そ
れ
を
歌
の
解
釈
に
還
元
し
て
い
く
と
い
う
考
え
で
あ
る
︒
こ
れ
は
相
手
を
表

現
す
る
言
葉
の
選
択
肢
が
多
か
っ
た
﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
を
解
釈
す
る
の
に
重
要

な
指
摘
で
あ
る
︒

﹃
万
葉
集
﹄
に
多
く
み
ら
れ
る
﹁
妹
﹂
に
つ
い
て
﹃
時
代
別

国
語
大
辞
典

上
代
編
﹄
に
は
︑

①

男
か
ら
妻
や
恋
人
・
姉
妹
な
ど
の
親
し
い
女
性
を
呼
ぶ
称
︒

②

女
ど
う
し
親
し
ん
で
呼
ぶ
称
︒

③

物
語
・
話
題
の
人
物
な
ど
︑
第
三
人
称
に
用
い
る
︒
愛
す
べ
き
女
子

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

一



の
意
︒

②
③
の
用
法
は
︑
①
か
ら
の
派
生
で
あ
り
︑
叔
母
な
ど
を
指
し
て
イ
モ
と

い
っ
た
例
と
と
も
に
数
は
少
な
い
︒
た
だ
︑
イ
モ
や
背セ

は
︑
相
手
を
直
接

に
指
す
点
︑
ナ
・
ナ
レ
と
似
て
い
る
が
︑
ナ
・
ナ
レ
が
︑
二
人
の
関
係
の

中
で
二
人
を
絶
対
的
に
位
置
づ
け
て
第
三
者
の
介
在
す
る
余
地
の
な
い
表

現
で
あ
る
の
に
対
し
︑
こ
れ
は
二
人
の
関
係
を
第
三
者
的
に
位
置
づ
け
た

表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
に
︑
③
の
よ
う
な
用
法
の
派
生
さ
れ
て
く
る
理
由
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

と
あ
る
︒
①
・
②
は
二
人
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
で
あ
る
︒
一
方
で
物
語
や

話
題
の
人
物
に
用
い
ら
れ
る
③
の
よ
う
な
例
も
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒

こ
の
③
の
用
法
は
高
橋
虫
麻
呂
の
歌
や
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
な
ど
個
々
の
問
題

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
ら
を
包
括
的
に
考
察
す
る
も
の
は
な
い
︒

本
稿
は
﹁
妹
﹂
の
意
味
や
用
法
を
再
確
認
し
︑
三
人
称
に
用
い
ら
れ
る
﹁
妹
﹂

が
ど
う
い
っ
た
契
機
で
存
在
す
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
︒

二

｢妹
﹂
の
基
本
的
性
質

三
人
称
に
用
い
ら
れ
る
﹁
妹
﹂
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
︑﹁
妹
﹂
と
い
う
言

葉
の
基
本
的
な
性
質
を
確
認
し
て
お
く
︒

ａ

紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
故
に
我
恋
ひ
め
や
も

︵
�

・
二
一
)

ｂ

凡
ろ
か
に
我
し
思
は
ば
人
妻
に
あ
り
と
い
ふ
妹
に
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
め
や

︵
12
・
二
九
〇
九
)

ｃ

息
の
緒
に
我
が
息
づ
き
し
妹
す
ら
を
人
妻
な
り
と
聞
け
ば
悲
し
も

︵
12
・
三
一
一
五
)

ｄ

松
浦
川
玉
島
の
浦
に
若
鮎
釣
る
妹
ら
を
見
ら
む
人
の
と
も
し
さ

︵
�

・
八
六
三
)

ａ
～
ｃ
は
︑
一
人
の
女
性
を
﹁
人
妻
﹂
と
﹁
妹
﹂
の
二
語
で
表
し
て
い
る
例

で
あ
る
︒﹁
人
妻
﹂
は
女
性
に
配
偶
者
が
い
る
こ
と
を
示
す
客
観
的
な
言
葉
で

あ
る
︒
そ
の
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
の
は
︑
自
分
に
と
っ
て
愛
し
い
女
性
で
あ

る
と
い
う
主
観
的
な
認
識
を
表
明
す
る
た
め
で
あ
る
︒
ｄ
は
﹁
松
浦
川
に
遊
ぶ

序
﹂
の
歌
に
追
和
す
る
歌
で
︑
話
に
聞
い
た
だ
け
の
人
物
を
﹁
妹
﹂
と
表
し
︑

﹁
と
も
し
﹂
と
女
性
に
会
い
た
か
っ
た
気
持
ち
が
歌
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

ま
だ
親
し
い
関
係
に
な
い
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
で
︑
親
し
く
な
り
た
い

と
い
う
欲
求
を
先
取
り
す
る
の
で
あ
る
︒

｢妹
﹂
と
い
う
言
葉
は
基
本
的
に
︑
女
性
に
対
す
る
自
己
の
好
意
を
主
観
的

に
表
す
言
葉
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
本
稿
は
﹁
妹
﹂
や
﹁
我
妹
子
﹂
な
ど
の
複

合
語
が
そ
の
基
本
的
性
質
と
異
な
り
︑
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
伝
説
や
素
材
の

登
場
人
物
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
例
︑
題
詞
等
か
ら
歌
い
手
が
﹁
妹
﹂
と
表
す
こ
と

に
疑
義③

が
あ
る
例
を
考
察
の
対
象
と
し
た
︒︵
後
掲
14
︑
15
︑
16
な
ど
︒
)

本
稿
の
調
査
に
よ
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
例
は
﹁
妹
﹂
と
そ
の
複
合
語
の
用
例

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

二



計
六
四
八
例
中
一
六
首
︵
後
掲
�

～
16
︶
二
〇
例
で
あ
り
︑
使
用
傾
向
と
し
て

は
特
殊
だ
と
言
え
る④

︒

三

先
行
研
究

三
の
一

七
夕
歌

�

天
の
川
水
さ
へ
に
照
る
舟
泊
て
て
舟
な
る
人
は
妹
に
見
え
き
や

︵
10
・
一
九
九
六
・
柿
本
人
麻
呂
歌
集
・
七
夕
)

�

汝
が
恋
ふ
る
妹
の
命
は
飽
き
足
ら
に
袖
振
る
見
え
つ
雲
隠
る
ま
で

︵
10
・
二
〇
〇
九
・
柿
本
人
麻
呂
歌
集
・
七
夕
)

�

年
に
あ
り
て
一
夜
妹
に
逢
ふ
彦
星
も
我
に
ま
さ
り
て
思
ふ
ら
め
や
も

︵
15
・
三
六
五
七
・
七
夕
)

�

～
�

は
七
夕
伝
説
の
歌
で
あ
る
︒
�

︑
�

な
ど
の
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
に

つ
い
て
品
田
氏⑤

は

歌
集
に
あ
っ
て
は
︑
当
事
者
的
立
場
は
お
ろ
か
︑
第
三
者
的
立
場
に
お
い

て
も
︑
叙
述
の
視
点
が
伝
説
世
界
の
内
部
に
据
え
ら
れ
︑
主
体
は
主
人
公

と
身
近
に
接
し
つ
つ
そ
の
心
に
共
感
す
る
︒

と
︑
男
性
主
人
公
へ
の
心
情
の
寄
り
添
い
を
指
摘
す
る
︒
�

～
�

は
︑
第
三
者

の
立
場
か
ら
伝
説
世
界
を
歌
い
︑
織
女
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
︒
牽
牛
の
立
場
か
ら

の
織
女
の
把
握
で
あ
る
︒
牽
牛
も
ま
た
﹁
舟
な
る
人
﹂﹁
汝
﹂﹁
彦
星
﹂
の
よ
う

に
詠
み
込
ま
れ
て
︑
牽
牛
の
視
点
と
歌
い
手
の
視
点
は
重
な
ら
な
い
な
が
ら
︑

﹁
妹
﹂
の
語
を
用
い
る
こ
と
で
︑
牽
牛
と
織
女
の
関
係
を
心
情
面
に
お
い
て
も

表
し
お
お
せ
て
い
る
︒

三
の
二

高
橋
虫
麻
呂
の
歌

﹃
時
代
別
﹄
③
の
用
例
に
お
い
て
︑
後
掲
�

︑
�

︑
�

と
全
て
虫
麻
呂
歌
を

挙
げ
て
い
る
よ
う
に
︑
諸
注
釈
や
先
行
研
究⑥

は
︑
高
橋
虫
麻
呂
の
﹁
妹
﹂
の
使

い
方
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
実
際
︑
本
稿
で
取
り
扱
う
二
〇

例
中
八
例
が
虫
麻
呂
の
歌
に
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
︑
妻
や
恋
人
で
な
い
女
性
を

﹁
妹
﹂
と
表
す
こ
と
が
虫
麻
呂
の
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
理
解
で

き
る
︒

�

⁝
⁝

水
江
の

浦
島
子
が

鰹
釣
り

鯛
釣
り
誇
り

七
日
ま
で

家
に
も
来
ず
て

海
界
を

過
ぎ
て
漕
ぎ
行
く
に

海
神
の

神
の
娘

子
に

た
ま
さ
か
に

い
漕
ぎ
向
か
ひ

相
と
ぶ
ら
ひ

言
成
り
し
か

ば

⁝
⁝

愚
か
人
の

我
妹
子
に

告
り
て
語
ら
く

し
ま
し
く
は

家
に
帰
り
て

父
母
に

事
も
語
ら
ひ

明
日
の
ご
と

我
は
来
な
む

と

言
ひ
け
れ
ば

妹
が
言
へ
ら
く

常
世
辺
に

ま
た
帰
り
来
て

今
の
ご
と

逢
は
む
と
な
ら
ば

こ
の
櫛
笥

開
く
な
ゆ
め
と

⁝
⁝

ゆ
な
ゆ
な
は

息
さ
へ
絶
え
て

後
遂
に

命
死
に
け
る

水
江
の

浦
島
子
が

家
所
見
ゆ

︵
�

・
一
七
四
〇
)

�

は
﹁
水
江
の
浦
島
子
を
詠
む
一
首
﹂
で
あ
る
︒
�

の
﹁
妹
﹂
に
つ
い
て
は

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

三



﹁
作
者
が
浦
島
子
に
感
情
移
入
し
て
用
い
た
も
の
﹂︵
金
井
清
一
氏
﹃
全
注
﹄︶

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒﹁
神
の
娘
子
﹂
を
︑
親
密
な
呼
び
か
け
の
言
葉
﹁
我

妹
子
﹂
や
﹁
妹
﹂
で
表
す
こ
と
で
︑
七
夕
歌
と
同
様
︑
歌
の
視
点
が
男
性
主
人

公
で
あ
る
﹁
浦
島
子
﹂
の
心
情
に
入
り
込
む
効
果
を
上
げ
て
い
る⑦

︒

�

～
�

は
と
も
に
伝
説
世
界
を
歌
に
し
︑
登
場
人
物
を
客
観
的
に
表
す
だ
け

で
な
く
︑
男
性
主
人
公
の
視
点
を
介
し
女
性
主
人
公
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
点
が
共

通
す
る
︒
こ
れ
は
歌
い
手
が
第
三
者
的
に
伝
説
を
歌
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
︑

男
性
主
人
公
が
女
性
主
人
公
へ
抱
く
感
情
も
含
め
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み

と
言
え
る
︒

し
か
し
︑
同
じ
虫
麻
呂
の
歌
で
も
男
性
主
人
公
の
視
点
を
介
さ
ず
︑
女
性
を

﹁
妹
﹂
と
表
す
歌
が
存
在
す
る
︒

上
総
の
末
の
珠
名
娘
子
を
詠
む
一
首

�

し
な
が
鳥

安
房
に
継
ぎ
た
る

梓
弓

末
の
珠
名
は

胸
別
の

広

き
我
妹

腰
細
の

す
が
る
娘
子
の

そ
の
姿
の

き
ら
ぎ
ら
し
き
に

⁝
⁝

人
皆
の

か
く
迷
へ
れ
ば

う
ち
し
な
ひ

寄
り
て
そ
妹
は

た
は
れ
て
あ
り
け
る

︵
�

・
一
七
三
八
)

葛
飾
の
真
間
の
娘
子
を
詠
む
歌
一
首

�

鶏
が
鳴
く

東
の
国
に

古
に

あ
り
け
る
こ
と
と

今
ま
で
に

絶

え
ず
言
ひ
け
る

葛
飾
の

真
間
の
手
児
名
が

⁝
⁝

沓
を
だ
に

は
か
ず
行
け
ど
も

錦
綾
の

中
に
包
め
る

斎
ひ
児
も

妹
に
及
か

め
や

⁝
⁝

奥
つ
城
に

妹
が
臥
や
せ
る

遠
き
代
に

あ
り
け
る

こ
と
を

昨
日
し
も

見
け
む
が
ご
と
も

思
ほ
ゆ
る
か
も

︵
�

・
一
八
〇
七
・
挽
歌
)

菟
原
処
女
が
墓
を
見
る
歌
一
首

	

葦
屋
の

菟
原
処
女
の

八
歳
子
の

片
生
ひ
の
時
ゆ

小
放
り
に

髪
た
く
ま
で
に

並
び
居
る

家
に
も
見
え
ず

虚
木
綿
の

隠
り
て

居
れ
ば

見
て
し
か
と

い
ぶ
せ
む
時
の

垣
ほ
な
す

人
の
問
ふ
時

千
沼
壮
士

菟
原
壮
士
の

⁝
⁝

立
ち
向
か
ひ

競
ひ
し
時
に

我

妹
子
が

母
に
語
ら
く

倭
文
た
ま
き

賤
し
き
我
が
故

ま
す
ら
を

の

争
ふ
見
れ
ば

生
け
り
と
も

逢
ふ
べ
く
あ
れ
や

し
し
く
し
ろ

黄
泉
に
待
た
む
と

隠
り
沼
の

下
延
へ
置
き
て

う
ち
嘆
き

妹
が

去
ぬ
れ
ば

⁝
⁝

︵
�

・
一
八
〇
九
・
挽
歌
)

｢手
兒
名
を
﹃
妹
﹄
と
云
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
も
こ
の
作
者
ら
し
い
﹂︵﹃
注
釋
﹄

�

︶︑﹁
作
者
虫
麻
呂
が
好
ん
で
使
用
す
る
女
性
主
人
公
へ
の
思
い
入
れ
の
表

現
﹂︵
金
井
氏
﹃
全
注
﹄︑
	

︶
な
ど
と
﹁
妹
﹂
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

歌
の
は
じ
め
に
娘
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
�

﹁
末
の
珠
名
は
﹂︑
�

﹁
真
間
の

手
児
名
が
﹂︑
	

﹁
菟
原
処
女
の
﹂
と
固
有
名
詞
を
用
い
客
観
的
に
提
示
さ
れ

る
︒
一
方
で
﹁
妹
﹂
や
﹁
我
妹
﹂
︑
﹁
我
妹
子
﹂
と
も
表
現
さ
れ
る
︒
一
首
の
う

ち
に
娘
子
︵
処
女
︶
を
表
す
主
観
的
な
表
現
と
客
観
的
な
表
現
が
並
存
す
る
の

で
あ
る
︒
歌
中
に
は
そ
れ
ぞ
れ
男
性
の
存
在
が
示
さ
れ
る
が
︑
�

の
﹁
浦
島

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

四



子
﹂
の
よ
う
に
感
情
移
入
で
き
る
男
性
主
人
公
と
し
て
は
歌
わ
れ
て
い
な
い⑧

︒

ま
た
歌
い
手
か
ら
﹁
見
る
﹂
や
﹁
恋
ふ
﹂
と
い
っ
た
親
し
み
が
表
明
さ
れ
る
訳

で
も
な
く
︑
歌
い
手
は
あ
く
ま
で
娘
子
︵
処
女
︶
に
対
し
て
第
三
者
的
な
立
場

で
歌
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
歌
の
中
で
も
娘
子
た
ち
は
﹁
妹
﹂
と
呼
ば

れ
た
の
か
︒
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
話
題
の
人
物
な
ど
を
表
す

﹁
妹
﹂
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
例
を
考
察
し
て

い
く
︒

四

｢妹
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
の
意
図

四
の
一

他
者
の
妻
を
指
示
す
る
﹁
妹
﹂

ま
ず
︑
七
夕
伝
説
や
浦
島
伝
説
と
同
様
に
︑
歌
に
示
さ
れ
る
男
性
の
視
点
を

介
し
た
表
現
と
み
ら
れ
る
﹁
妹
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒




家
な
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ

︵
�

・
四
一
五
・
聖
徳
太
子
・
挽
歌
)

�

小
垣
内
の

麻
を
引
き
干
し

妹
な
ね
が

作
り
着
せ
け
む

⁝
⁝

父
母
も

妻
を
も
見
む
と

思
ひ
つ
つ

行
き
け
む
君
は

⁝
⁝

国

問
へ
ど

国
を
も
告
ら
ず

家
問
へ
ど

家
を
も
言
は
ず

ま
す
ら
を

の

行
き
の
ま
に
ま
に

こ
こ
に
臥
や
せ
る

︵
�

・
一
八
〇
〇
・
田
辺
福
麻
呂
歌
集
・
挽
歌
)

こ
れ
ら
は
行
路
死
人
の
妻
を
﹁
妹
﹂
と
表
現
す
る
例
で
あ
る
︒
こ
こ
で
歌
わ

れ
る
﹁
妹
﹂
は
歌
い
手
か
ら
親
し
み
を
向
け
ら
れ
て
い
る
人
物
で
は
な
く
︑
む

し
ろ
行
路
死
人
に
と
っ
て
の
そ
れ
で
あ
る
︒




は
﹁
上
宮
聖
徳
皇
子
︑
竹
原
井
に
出
遊
で
ま
し
し
時
に
︑
竜
田
山
の
死
人

を
見
悲
傷
し
て
作
ら
す
歌
﹂
で
あ
る
︒
紀
に
は
︑
同
じ
聖
徳
太
子
の
作
と
さ
れ

る
次
の
歌
が
あ
る
︒

ｅ

⁝
⁝

親
無
し
に

汝
生
り
け
め
や

さ
す
竹
の

君
は
や
無
き

飯

に
飢
て

臥
せ
る

そ
の
田
人
あ
は
れ

︵
一
〇
四
)

二
首
を
比
べ
る
と
︑
死
者
か
ら
想
起
さ
れ
る
人
物
が



は
﹁
妹
﹂
で
あ
る
の
に

対
し
ｅ

は
﹁
親
﹂
︑﹁
君
﹂
で
あ
る
︒
﹁
親
﹂
の
存
在
を
歌
う
行
路
死
人
歌⑨

は

﹁
父
母
も
妻
を
も
見
む
と
﹂
(
�

)や
﹁
母
父
が
愛
子
に
も
あ
ら
む
﹂︵
13
・
三
三

三
九
︶
な
ど
が
あ
り
︑
旅
と
対
比
さ
れ
る
家
に
あ
る
存
在
と
し
て
歌
わ
れ
て
い

る
︒
一
方
で
︑



は
﹁
妹
が
手
ま
か
む
﹂
と
死
者
が
生
前
親
し
く
し
て
い
た
女

性
と
の
親
密
な
場
面
を
具
体
的
に
思
い
描
い
て
い
る
︒
﹁
年
に
あ
り
て
今
か
ま

く
ら
む
⁝
遠
妻
の
手
を
﹂
︵
10
・
二
〇
三
五
・
七
夕
︶
の
よ
う
に
﹁
妻
の
手
﹂

と
表
す
例
と
比
べ
る
と
︑
死
者
の
視
点
か
ら
妻
に
対
す
る
親
し
み
の
情
ま
で
含

め
て
表
現
し
た
の
が
﹁
妹
が
手
ま
か
む
﹂
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

�

は
﹁
足
柄
の
坂
に
過
る
に
︑
死
人
を
見
て
作
る
歌
﹂
で
あ
る
︒
死
者
の
生

前
を
想
像
す
る
細
か
な
描
写
か
ら
﹁
苦
し
き
に
﹂
や
﹁
妻
を
も
見
む
と
思
ひ
つ

つ
﹂
と
い
っ
た
内
面
に
ま
で
そ
の
想
像
を
広
げ
る
︒﹁
作
り
着
せ
﹂
る
と
い
う

行
為
が
﹁
妹
な
ね
﹂
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
表
す
こ
と
で
︑﹁
今
旅
行
く
我
が

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

五



身
︵
作
者
︶
に
引
き
移
し
て
う
た
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
﹂︵﹃
釋

注
﹄︶
と
い
う
印
象
を
与
え
る
︒




︑
�

の
﹁
妹
﹂
は
死
者
の
妻
で
あ
っ
て
歌
い
手
の
﹁
妹
﹂
で
は
な
い
︒
歌

の
冒
頭
で
死
者
の
妻
を
﹁
妹
﹂
と
死
者
の
視
点
か
ら
表
す
一
方
で
︑
歌
に
は

﹁
こ
の
旅
人
﹂
や
﹁
ま
す
ら
を
﹂
と
い
う
客
観
的
な
視
点
か
ら
の
表
現
も
併
せ

持
つ
︒
こ
の
よ
う
な
表
現
が
一
首
の
う
ち
に
並
存
す
る
の
は
︑
他
者
の
経
験
を

客
観
的
に
描
き
つ
つ
︑
他
者
の
心
情
も
描
こ
う
と
し
た
意
図
に
起
因
す
る
の
で

は
な
い
か
︒

10

い
つ
し
か
と
待
つ
ら
む
妹
に
玉
梓
の
言
だ
に
告
げ
ず
去
に
し
君
か
も

︵
�

・
四
四
五
・
大
伴
三
中
・
挽
歌
)

10
は
﹁
天
平
元
年
己
巳
︑
摂
津
国
の
班
田
の
史
生
丈
部
竜
麻
呂
自
ら
経
き
て

死
に
し
時
に
︑
判
官
大
伴
宿
禰
三
中
が
作
る
歌
﹂
の
第
二
反
歌
で
あ
る
︒﹁
行

路
死
人
を
悼
む
方
法
を
取
り
入
れ
︑
家
で
待
つ
人
と
旅
で
死
ん
だ
人
と
を
対
比

し
な
が
ら
︑
待
つ
人
の
気
持
に
添
え
な
か
っ
た
悲
運
を
嘆
い
て
い
る
﹂︵﹃
釋

注
﹄︶
と
理
解
さ
れ
る
︒

ｆ

天
雲
の

向
伏
す
国
の

ま
す
ら
を
と

言
は
れ
し
人
は

⁝
⁝

母

父
に

妻
に
子
ど
も
に

語
ら
ひ
て

立
ち
に
し
日
よ
り

た
ら
ち
ね

の

母
の
命
は

斎
瓮
を

前
に
据
ゑ
置
き
て

片
手
に
は

木
綿
取

り
持
ち

片
手
に
は

和
栲
奉
り

平
け
く

ま
幸
く
い
ま
せ
と

天

地
の

神
を
祈
ひ
祷
み

⁝
⁝

︵
�

・
四
四
三
・
大
伴
三
中
・
挽
歌
)

反
歌
に
10
を
持
つ
長
歌
ｆ
で
︑
妻
は
﹁
母
父
に
妻
に
子
ど
も
に
﹂
と
父
母
や
子

と
並
列
し
て
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
︑
む
し
ろ
死
者
を
待
つ
人
物
と
し
て
︑
焦

点
は
死
者
の
母
に
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
反
歌
10
に
お
い
て
は
妻
を
﹁
妹
﹂
と
表

し
そ
の
存
在
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒﹁
妹
に
⁝
言
だ
に
告
げ
ず
﹂
は
﹁
妹
に

物
言
は
ず
﹂︵
�

・
五
〇
三
︑
14
・
三
四
八
一
︶﹁
妹
に
告
ら
ず
﹂︵
�

・
五
〇

九
︶
な
ど
類
似
の
表
現
は
み
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
全
て
直
接
﹁
妹
﹂
と
呼
び

か
け
る
︒
そ
れ
を
思
え
ば
︑
10
は
最
終
句
で
死
者
が
﹁
去
に
し
君
か
も
﹂
と
表

さ
れ
る
ま
で
︑
別
れ
を
惜
し
む
男
性
自
身
の
歌
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

﹁
去
に
し
我﹅

か
も
﹂
と
あ
っ
て
も
良
い
よ
う
な
表
現
を
も
っ
て
死
者
の
思
い
に

寄
り
添
う
の
で
あ
る
︒

11

大
汝

少
彦
名
の

神
代
よ
り

言
ひ
継
ぎ
け
ら
く

父
母
を

見
れ

ば
貴
く

妻
子
見
れ
ば

か
な
し
く
め
ぐ
し

⁝
⁝

は
し
き
よ
し

そ
の
妻
の
児
と

朝
夕
に

笑
み
み
笑
ま
ず
も

⁝
⁝

離
れ
居
て

嘆
か
す
妹
が

い
つ
し
か
も

使
ひ
の
来
む
と

待
た
す
ら
む

心
さ

ぶ
し
く

南
風
吹
き

雪
消
溢
り
て

射
水
川

流
る
水
沫
の

寄
る

べ
な
み

左
夫
流
そ
の
児
に

紐
の
緒
の

い
つ
が
り
合
ひ
て

⁝
⁝

︵
18
・
四
一
〇
六
)

12

あ
を
に
よ
し
奈
良
に
あ
る
妹
が
高
々
に
待
つ
ら
む
心
然
に
は
あ
ら
じ
か

︵
18
・
四
一
〇
七
)

｢史
生
尾
張
少
咋
を
教
へ
喩
す
歌
﹂
と
そ
の
第
一
反
歌
で
あ
る
︒
﹁
嘆
か
す
妹

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

六



が
い
つ
し
か
も
使
ひ
の
来
む
と
待
た
す
ら
む
﹂︑﹁
奈
良
に
あ
る
妹
が
高
々
に
待

つ
ら
む
﹂
な
ど
︑
夫
の
帰
り
を
待
つ
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
表
し
て
い
る
︒
心
奪
わ

れ
た
女
性
を
﹁
左
夫
流
そ
の
児
﹂
と
表
す
一
方
で
︑
都
で
待
つ
﹁
妻
の
児
﹂
を

﹁
妹
﹂
と
も
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
本
来
心
を
寄
せ
る
べ
き
相
手
は
奈
良
に
い

る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
少
咋
に
対
し
て
思
い
出
さ
せ
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て

い
る
︒

こ
の
よ
う
に



～
12
の
﹁
妹
﹂
は
歌
い
手
が
想
い
を
寄
せ
る
人
物
で
は
な
く
︑

歌
の
中
で
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
男
性
に
と
っ
て
の
﹁
妹
﹂
で
あ
る
︒﹃
時
代
別
﹄

の
③
の
よ
う
に
話
題
の
人
物
に
用
い
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
そ
れ
は
世
間
の

憧
れ
に
な
る
よ
う
な
﹁︵
皆
に
と
っ
て
︶
愛
す
べ
き
女
子
﹂
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
歌
わ
れ
る
男
性
に
と
っ
て
の
そ
れ
で
あ
る
︒

た
ん
に
﹁
妻
﹂
と
す
る
だ
け
で
は
表
し
え
な
い
作
中
人
物
間
の
心
情
面
で
の
つ

な
が
り
を
描
く
た
め
に
︑﹁
妹
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒﹁
妹
﹂
と
い

う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
︑
歌
い
手
や
聞
き
手
が
作
中
人
物
の
男
性
に
感
情
移
入

し
︑
個
人
の
死
や
離
別
の
悲
し
み
を
自
ら
の
内
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

他
者
の
妻
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
と
い
う
︑
客
観
に
貫
か
れ
な
い
視
点
は
表
現
の
不

備
で
は
な
く
︑
他
者
の
経
験
を
感
情
ま
で
含
め
て
歌
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ

と
理
解
し
た
い
︒

四
の
二

女
性
の
死
者
を
指
示
す
る
﹁
妹
﹂

13

秋
山
の

し
た
へ
る
妹

な
よ
竹
の

と
を
よ
る
児
ら
は

い
か
さ
ま

に

思
ひ
居
れ
か

⁝
⁝
梓
弓

音
聞
く
我
も

凡
に
見
し

こ
と
悔

し
き
を

し
き
た
へ
の

手
枕
ま
き
て

剣
大
刀

身
に
副
へ
寝
け
む

若
草
の

そ
の
夫
の
子
は

さ
ぶ
し
み
か

思
ひ
て
寝
ら
む

悔
し
み

か

思
ひ
恋
ふ
ら
む

時
な
ら
ず

過
ぎ
に
し
児
ら
が

朝
露
の
ご
と

夕
霧
の
ご
と

︵
�

・
二
一
七
・
柿
本
人
麻
呂
・
挽
歌
)

13
は
﹁
吉
備
津
釆
女
が
死
に
し
時
に
︑
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
﹂
で
あ

る
︒
13
は
そ
の
短
歌
も
含
め
て
︑
成
立
年
代
や
解
釈
な
ど
様
々
な
角
度
か
ら
考

察
さ
れ
て
き
た
歌
で
あ
る
︒
短
歌
も
含
め
﹁
児
(
ら
)﹂
と
歌
わ
れ
る
采
女
が
冒

頭
に
だ
け
﹁
妹
﹂
と
表
さ
れ
る⑩

︒
歌
に
即
し
て
見
て
い
く
と
︑
歌
の
は
じ
め
に

表
さ
れ
た
﹁
妹
﹂
は
歌
い
手
の
﹁
妹
﹂
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
し
か
し

﹁
我
も﹅

︵
吾
母
︶
凡
に
見
し
こ
と
悔
し
き
を
﹂
と
い
う
形
で
他
の
男
性
の
存
在

を
ほ
の
め
か
す
︒
そ
し
て
﹁
そ
の
夫
の
子
は﹅

︵
其
嬬
子
者
︶﹂
と
表
す
こ
と
に

よ
っ
て
﹁
妹
﹂
と
配
偶
関
係
に
あ
っ
た
人
物
を
提
示
す
る
︒﹁
題
詞
を
外
せ
ば
︑

ど
う
い
う
人
の
死
を
め
ぐ
る
歌
か
は
最
後
︵
短
歌
︶
に
な
っ
て
種
明
か
し
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
﹂︵﹃
釋
注
﹄
︶
と
あ
る
が
︑
采
女
の
配
偶
者
に
つ
い
て
も
最
初

か
ら
そ
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
く
︑
歌
の
展
開
に
従
っ
て
聞
き
手

に
示
さ
れ
る
︒

13
は
﹁
夫
の
子
﹂
の
存
在
を
明
示
し
︑
そ
の
悲
し
み
を
歌
う
一
方
で
︑
ま
る

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

七



で
歌
い
手
の
恋
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
采
女
を
﹁
妹
﹂
と
表
し
て
い
る
︒
人
麻

呂
の
挽
歌
の
中
で
︑
自
分
の
妻
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
人
物
に
﹁
妹
﹂
を
用

い
た
例
は
も
う
一
首
存
在
す
る
︒

14

こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
の
山
の
際
に
い
さ
よ
ふ
雲
は
妹
に
か
も
あ
ら
む

︵
�

・
四
二
八
・
挽
歌
)

14
は
﹁
土
形
娘
子
を
泊
瀬
の
山
に
火
葬
り
し
時
に
︑
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作

る
歌
﹂
で
あ
る
︒
土
形
娘
子
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
︑﹁
行
路
死
人
で
は
な

く
︑
火
葬
に
付
し
て
人
麻
呂
が
挽
歌
を
詠
む
と
い
う
女
性
は
︑
采
女
で
あ
る
可

能
性
が
強
い
﹂︵
西
宮
一
民
氏
﹃
全
注
﹄︶
と
い
う
よ
う
に
采
女
の
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
︒
人
麻
呂
と
の
関
係
も
不
明
で
あ
る
が
︑﹁
泣
血
哀
慟
歌
﹂

︵
�

・
二
〇
七
～
二
一
二
︶
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
妻
や
恋
人
と
い
う
存

在
と
し
て
歌
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
娘
子
が
人
麻
呂
自
身
の
妻
や
恋
人
で
あ

れ
ば
︑
も
っ
と
長
大
な
歌
を
残
し
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
歌
で

も
人
麻
呂
は
死
者
で
あ
る
土
形
娘
子
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
︒

15

妹
が
名
は
千
代
に
流
れ
む
姫
島
の
小
松
が
末
に
苔
生
す
ま
で
に

︵
�

・
二
二
八
・
挽
歌
)

16

難
波
潟
潮
干
な
あ
り
そ
ね
沈
み
に
し
妹
が
姿
を
見
ま
く
苦
し
も

︵
�

・
二
二
九
・
挽
歌
)

15
︑
16
は
﹁
和
銅
四
年
︑
歳
次
辛
亥
︑
河
辺
宮
人
︑
姫
島
の
松
原
に
娘
子
が

屍
を
見
悲
嘆
し
て
作
る
歌
二
首
﹂
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
死
者
で
あ
る
女
性
を

﹁
妹
﹂
と
表
し
て
お
り
︑
題
詞
に
書
か
れ
て
い
る
河
辺
宮
人
も
娘
子
も
ど
の
よ

う
な
人
物
か
は
分
か
ら
な
い⑪

︒﹁
娘
子
が
屍
を
見
﹂
て
作
る
と
い
う
こ
と
か
ら

﹁
イ
モ
は
必
し
も
夫
婦
兄
妹
等
の
關
係
が
な
く
も
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
︑
此
所
の

例
の
如
き
は
︑
全
く
そ
れ
で
あ
ら
う
﹂︵
﹃
私
注
﹄︶
と
説
か
れ
る
よ
う
に
︑

﹁
妹
﹂
と
表
す
に
は
や
は
り
不
自
然
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

13
～
16
の
﹁
妹
﹂
は
歌
い
手
に
と
っ
て
﹁
妹
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
な
関
係
の
人
物

で
は
な
く
︑
ま
た
親
し
く
な
り
た
い
対
象
と
し
て
歌
わ
れ
る
訳
で
も
な
い
︒
対

象
は
死
者
で
あ
り
︑
そ
の
死
に
あ
た
っ
て
作
っ
た
挽
歌
で
あ
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ

う
に
﹁
妹
﹂
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

｢妹
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
そ
の
対
象
へ
の
好
意
を
表
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ

る
︒﹁
妹
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
︑
そ
こ
に
は
﹁
妹
﹂
と
呼
ば
れ
る
女
性

だ
け
で
な
く
︑
そ
の
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
認
識
す
る
存
在
も
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
︒
つ
ま
り
死
者
で
あ
る
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
こ
と
は
︑
そ
の
死
を
最
も
悲

し
む
は
ず
の
男
性
を
暗
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
死
者
の
恋
人
や
配
偶

者
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
を
想
定
し
︑
そ
の
立
場
に
な
っ
て
親
し
く
歌
い
か
け

る
こ
と
が
︑
娘
子
た
ち
の
死
を
悼
む
方
法
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

こ
れ
ら
は
﹃
時
代
別
﹄
③
の
︑
三
人
称
に
用
い
る
﹁
愛
す
べ
き
女
子
﹂
に
近

い
例
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
吉
備
津
采
女
や
土
形
娘
子
︑
姫
島
の
娘
子
が
皆
か

ら
愛
さ
れ
た
女
性
で
あ
っ
た
か
は
問
題
で
は
な
く
︑
女
性
の
死
に
臨
ん
で
死
者

を
﹁
妹
﹂
と
歌
う
こ
と
が
追
悼
で
あ
り
︑
は
な
む
け
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
そ

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

八



の
点
で
︑
伝
説
歌
な
ど
が
作
中
人
物
の
男
性
に
と
っ
て
の
﹁
愛
す
べ
き
女
子
﹂

を
﹁
妹
﹂
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
13
～
16
は
︑
死
者
を
﹁
愛
す
べ
き
女

子
﹂
と
し
て
あ
ら
し
め
る
た
め
に
︑
そ
の
よ
う
に
詠
う
の
だ
と
言
っ
て
も
良
い

だ
ろ
う
︒

こ
れ
ま
で
無
関
係
と
思
わ
れ
る
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
例
と
し
て
指
摘
さ
れ

て
き
た
の
は
高
橋
虫
麻
呂
の
歌
が
中
心
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
用
法
は
そ

れ
以
前
に
も
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
よ
う

や
く
前
掲
�

～
	

の
︑
虫
麻
呂
が
娘
子
た
ち
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
例
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
虫
麻
呂
歌
の
中
で
も
前
掲
�

真
間
の
娘
子
の
歌
︑
前
掲

	

菟
原
処
女
の
歌
は
挽
歌
で
あ
る
︒
�

︑
	

は
歌
い
手
か
ら
﹁
妹
﹂
と
表
さ
れ

る
点
で
13
～
16
と
共
通
す
る
︒
そ
の
理
由
は
こ
れ
ま
で
虫
麻
呂
個
人
の
特
質
に

求
め
ら
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
娘
子
の
死
を
悼
む
方
法
と
し
て

の
﹁
妹
﹂
の
中
に
︑
虫
麻
呂
の
�

︑
	

も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

そ
の
方
法
を
伝
説
歌
に
も
用
い
た
例
と
し
て
�

の
珠
名
娘
子
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
︒

五

お
わ
り
に

｢妹
﹂
や
﹁
我
妹
子
﹂
な
ど
の
複
合
語
が
そ
の
基
本
的
性
質
と
異
な
り
︑
第

三
者
的
な
立
場
か
ら
伝
説
や
素
材
の
登
場
人
物
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
例
︑
題
詞
等

か
ら
歌
い
手
が
対
象
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
に
は
不
自
然
で
あ
る
と
判
断
し
た
例
を

考
察
し
て
き
た
︒

一
組
の
男
女
が
登
場
す
る
歌
で
作
中
人
物
の
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
の
は
︑

二
人
の
結
び
つ
き
の
強
さ
や
男
性
の
女
性
に
対
す
る
想
い
ま
で
含
め
て
表
現
し

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

一
方
で
︑
想
い
の
対
象
と
し
て
歌
わ
れ
な
い
の
に
︑
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
表
す

歌
も
存
在
し
た
︒
そ
れ
ら
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
娘
子
の
挽
歌
で
あ
っ
た
︒
亡
く

な
っ
た
娘
子
た
ち
を
﹁
妹
﹂
と
表
す
こ
と
は
︑
死
者
に
好
意
を
抱
く
男
性
の
立

場
を
仮
定
し
︑
そ
の
立
場
に
な
っ
て
親
し
く
歌
い
か
け
る
こ
と
と
も
言
え
る
︒

愛
さ
れ
る
べ
き
人
物
と
し
て
表
す
こ
と
が
︑
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
女
性
を
悼

む
方
法
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
今
回
の
考
察
対
象
に
は
挽
歌
が
多
く
見
ら
れ
た
︒
男
性
の
死
者
を
悼
む

挽
歌
は
想
定
さ
れ
る
配
偶
者
が
﹁
妹
﹂
と
歌
わ
れ
︑
死
者
が
女
性
の
場
合
は
男

性
の
歌
い
手
が
親
し
い
者
の
立
場
か
ら
﹁
妹
﹂
と
歌
い
か
け
る
︒
ど
ち
ら
も
挽

歌
に
お
い
て
親
し
い
者
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒

挽
歌
に
お
い
て
最
も
悲
し
む
は
ず
の
配
偶
者
の
心
情
を
慮
る
こ
と
や
︑
親
し
い

者
の
立
場
で
歌
い
か
け
る
こ
と
は
︑
個
人
の
死
を
歌
い
手
や
聞
き
手
が
共
有
し
︑

か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
悼
み
悲
し
む
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
︒

そ
し
て
︑
他
者
の
経
験
を
そ
の
心
情
ま
で
共
有
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
︑

伝
説
歌
の
﹁
妹
﹂
も
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
伝
説
世

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

九



界
や
人
の
死
な
ど
を
素
材
と
し
て
客
観
的
に
歌
い
な
が
ら
も
︑
作
中
人
物
の
心

情
も
表
現
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
︑﹁
妹
﹂
が
選
ば
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

注①

伊
藤
博
氏
﹁
相
手
を
呼
ぶ
こ
と
ば
﹂﹃
万
葉
集
の
表
現
と
方
法

下
﹄
(昭
和
五
十

一
年
︑
塙
書
房
︶
な
ど
︒

②

品
田
悦
一
氏
﹁
万
葉
和
歌
に
お
け
る
呼
称
の
表
現
性
﹂﹃
万
葉
集
研
究

第
十
六

集
﹄︵
昭
和
六
十
三
年
︑
塙
書
房
)

③

基
本
的
に
女
性
を
﹁
妹
﹂
と
呼
ぶ
の
は
︑
女
性
へ
の
好
意
や
親
し
く
な
り
た
い
と

い
う
欲
求
を
表
す
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
対
象
と
な
る
女
性
が
︑
歌

い
手
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
存
在
と
は
題
詞
等
か
ら
も
考
え
ら
れ
ず
︑
か
つ
﹁
恋

ふ
﹂﹁
見
る
﹂
な
ど
対
象
へ
の
興
味
が
示
さ
れ
な
い
の
に
﹁
妹
﹂
と
表
さ
れ
る
歌
を

疑
義
の
あ
る
例
と
し
た
︒

④

本
稿
の
調
査
で
は
人
物
を
表
す
言
葉
に
絞
っ
た
た
め
枕
詞
や
地
名
で
用
い
ら
れ
た

も
の
︑﹁
妹
が
り
﹂
な
ど
の
人
物
だ
け
を
表
さ
な
い
よ
う
な
名
詞
は
除
外
し
た
︒﹁
い

も
﹂
四
九
三
例
︑﹁
わ
ぎ
も
﹂
三
〇
例
︑﹁
わ
ぎ
も
こ
﹂
一
一
七
例
︑﹁
い
も
ら
﹂
二

例
︑﹁
い
も
ろ
﹂
二
例
︑﹁
い
も
な
ろ
﹂
一
例
︑﹁
い
も
の
ら
﹂
一
例
︑﹁
い
も
な
ね
﹂

一
例
︑﹁
わ
が
い
も
こ
﹂
一
例
の
計
六
四
八
例
を
考
察
の
対
象
と
し
た
︒
用
例
・
分

類
は
﹃
萬
葉
集
索
引
﹄︵
平
成
十
五
年
︑
塙
書
房
︶︑﹃
万
葉
集
巻
別
対
照
分
類
語
彙

表
﹄︵
宮
島
達
夫
編
︑
平
成
二
十
七
年
︑
笠
間
書
院
︶
を
参
考
に
し
た
︒

⑤

品
田
悦
一
氏
﹁
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
獲
得
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
平
成

三
年
五
月
)

⑥

清
水
克
彦
氏
﹁
伝
説
歌
の
成
立
条
件

︱
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
を
中
心
に

︱
﹂

︵﹃
萬
葉
論
集
﹄
昭
和
四
十
五
年
︑
桜
楓
社
︶
な
ど
︒

⑦

浦
島
伝
説
に
関
す
る
歌
は
丹
後
国
風
土
記
に
も
載
る
︒
そ
の
中
の
歌
謡
十
五
番
︑

十
六
番
の
連
作
に
お
い
て
も
歌
い
手
の
視
点
が
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
変
化
す
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
駒
木
敏
氏
﹁
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

︱
人
物
呼

称
と
人
称
転
換

︱
﹂︵
﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
平
成
六
年
十
一
月
)

⑧

井
村
哲
夫
氏
﹁
若
い
虫
麻
呂
像
﹂︵
﹃
憶
良
と
虫
麻
呂
﹄
昭
和
四
十
八
年
︑
桜
楓

社
︶
に
お
い
て
︑﹁
血
沼
壮
士
・
菟
原
壮
士
の
姿
が
虫
麻
呂
自
身
の
投
影
で
あ
る
﹂

と
説
か
れ
る
︒
一
方
︑
真
間
娘
子
や
菟
原
処
女
に
つ
い
て
︑﹁
虫
麻
呂
は
︑﹃
妹
﹄

﹃
吾
妹
﹄
と
呼
ん
で
愛
着
の
心
を
寄
り
添
わ
せ
﹂
と
し
︑
珠
名
娘
子
に
つ
い
て
﹁
﹃
吾

妹
﹄
と
呼
ん
で
身
近
な
愛
着
を
寄
り
添
わ
せ
﹂
と
し
て
お
り
︑
虫
麻
呂
の
﹁
愛
着
﹂

の
表
れ
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
︒
歌
い
手
の
立
場
か
ら
﹁
妹
﹂
と
把
握
し
て
い
る

と
す
る
点
に
お
い
て
本
稿
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
︒

⑨

本
稿
の
行
路
死
人
歌
の
定
義
は
神
野
志
隆
光
氏
﹁
行
路
死
人
歌
の
周
辺
﹂
︵﹃
論
集

上
代
文
学
﹄
第
四
冊
︑
昭
和
四
十
八
年
︑
笠
間
書
院
︶
に
よ
る
︒
論
者
に
よ
っ
て
行

路
死
人
歌
の
定
義
が
異
な
る
が
︑
家
や
妻
を
歌
い
こ
む
こ
と
を
条
件
と
す
る
点
は
共

通
し
て
い
る
︒

⑩

菊
川
恵
三
氏
は
﹁
吉
備
津
采
女
挽
歌
﹂
︵﹃
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
﹄
第
三

巻
︑
平
成
十
一
年
︑
和
泉
書
院
︶
で
冒
頭
の
﹁
妹
﹂
に
つ
い
て
︑

殊
に
︑
﹁
し
た
へ
る
妹
﹂
は
︑
ま
る
で
自
分
の
恋
人
と
見
紛
う
ば
か
り
の
表
現

に
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
長
歌
冒
頭
で
は
︑
最
初
か
ら
︿
わ
れ
﹀
と
夫
の
子

が
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
と
い
う
よ
り
︑
両
者
は
渾
然
と
一
体
化

し
︑︿
わ
れ
﹀
が
当
事
者
の
夫
で
も
あ
る
形
で
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る

べ
き
だ
︒

と
︑﹁
妹
﹂
の
使
用
を
﹁
我
﹂
の
﹁
夫
の
子
﹂
へ
の
﹁
一
体
化
﹂
の
表
れ
と
み
な
し

て
い
る
︒

⑪

巻
三
に
載
る
﹁
和
銅
四
年
辛
亥
︑
河
辺
宮
人
が
姫
島
の
松
原
に
美
人

を

み

な

の
屍
を
見
て
︑

哀
慟
し
て
作
る
歌
四
首
﹂
の
第
四
首
目
﹁
妹
も
我
も
清
み
の
川
の
川
岸
の
妹
が
悔
ゆ

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現
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〇



べ
き
心
は
持
た
じ
﹂︵
�

・
四
三
七
︶
の
﹁
妹
﹂
は
︑﹁
我
﹂
と
し
て
考
え
ら
れ
る
久

米
若
子
か
ら
直
接
呼
び
か
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る
︒
題
詞
が
類
似
す
る
こ
の
二
つ
の

歌
群
に
つ
い
て
は
坂
本
信
幸
氏
﹁
妹
が
名
は
千
代
に
流
れ
む

︱
姫
島
の
松
原
の
娘

子
の
歌

︱
﹂︵﹃
日
本
古
典
の
眺
望
﹄
平
成
三
年
︑
桜
楓
社
︶︑﹁
伝
説
歌
の
形
成

︱
姫
島
の
松
原
の
娘
子
の
歌

︱
﹂︵﹃
万
葉
集
研
究
﹄
第
十
九
集

平
成
四
年
︑

塙
書
房
︶
に
お
い
て
伝
説
の
形
成
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

︹
付
記
︺

歌
・
歌
謡
の
引
用
は
次
に
拠
る
が
︑
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
︒

﹃
万
葉
集
﹄

小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之

校
注
・
訳
﹃
万
葉
集

新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
�

～
�

﹄

﹃
日
本
書
紀
﹄
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守

校
注
・
訳
﹃
日
本
書
紀

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
�

﹄

人
称
を
超
え
た
﹁
妹
﹂
の
表
現

一
一


