
め
か
、
衣
食

の
た

め
か
と
悩

ん
で
い
た
た

め
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。

恋
愛
観

一
葉

の
残

し
た
作
品

は
ど

れ
も
皆

、
恋

に
破

れ
る
女
性

達
を
描

い
て
い
る
が

一
葉

は
恋
と
い
う
も

の
を
ど
う
考

え
て

い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

一
葉

の
恋
愛
観
は
、
日
記

に
は
、

尊

い
も

の

た

の
し
く
う

る
は
し
く

の
ど
か

に
清
ら
か

に
ま

こ
と
円
満
完
了

の
も

の

.
あ
さ

ま
し
き

も
の

只
よ
に
お
か
し
く

、
あ
や

し
く
、
の
ど

か
に
、
や

は
ら
か
に
、
悲

し
く
、
お

も

し
ろ
き
も

の

尊

べ
、
あ
ざ
ま
し
く
、
無

ざ
ん
な
る
も

の

厭

ふ
恋

こ
そ
恋

の
奥
成
け
れ

と
記
さ
れ

て
い
る
。
初

め
は
、
恋
を
明

る
い
あ

こ
が
れ
を
持

っ
て
み

て
い
る

が
、
わ
ず
か

一
年
足
ら
ず

の
う
ち

に
、
暗

い
み
じ

め
な
気
持

で
恋
と

い
う
も

の

を
捉
え

る
よ
う

に
な

っ
て
い
く
。

一
葉
は
恋

に
あ

こ
が

れ
、
恐
れ
、
恋
を

は
か

な

い
も

の
と
定

め
、
は
か
な

い
と
知

っ
て
い
る
恋
を
ど
う
し

て
も

あ
き

ら
め
き

れ
ず

に
そ
れ
に
し
が

み

つ
い
て
、

つ
い
に

『
に
ご

り
え
』

の
ま
う
な
作
品

を
書

い
た
。

ど

の
女
性

に
も

一
葉

の
血
が

通

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

〈
古
代
文
学

に
現
わ
れ

た
他
界
観
念

に

つ
い
て
の

一
考
察

〉
第
四
回
卒
業

阿
部

良
子

、隴
齪
の
瀧
漁
鑁
如
が
手
に
融
け
る
玉
は
乱
れ
て
あ
り
と
い
は
ず
や
も
(『万
葉

集
』
巻
三
、
四
二
四
)

国
文
学

、
特

に
古

代
文
学

の
研
究
は
、
日
本
歴
史
と

の
関
連

の
上
か
ら
と
ら

え
な
け
れ
ば
解
明
出

来
な

い
問
題
が
数
多
く
あ

る
よ
う

に
思
う
。
右

の
歌
は
、

「
死
者

の
身

に

つ
け
た
玉

の
緒
を
切

る
」
と

い
う
、
古

い
慣
習
を

ふ
ま
え
た

作

品

で
あ

る
こ
と
が

ね
か
ら
ず

に
、
い
ま
だ

に
諸
注

の
解
釈

は
安
定

し
て
い
な

い
。

古
代

の
文
学
研
究

、
特

に
神
話
研
究

に
お
い
て
は
、
民
俗
学

や

文

献

批

判

学

、
比
較
神

話
学

な
ど

の
研
究

成
果
に
立
脚
し

て
、
多

く

の
問
題

が

解

決

さ

れ
、
ま
た
続

々
と
解
明
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
神
話

の
類
型
や
伝
播

の

あ

り

さ

ま

は
、
文
化
人
類
学
や
比
較
神
話
学

の
前
進

に
よ
り
、
し
だ

い
に
明
ら
か

に
さ
れ

て
き

た
。

わ
が
国

の
神
話

は
、

『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』

の
神
代
巻

に
主
と

し
て
記

録

さ
れ
て
い
る
。

七
世
紀
後
半

か
ら
八
世
紀

の
は
じ
め

の
段
階

に
、
現
実

の
皇

室

や
諸
氏

族
と

の
か
か
わ
り
に
お

い
て
、
き
わ
め
て
体
系
的

に
ま
と
め
ら
れ
た

も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神

話
本
来

の
姿

に
作
為
を
加
え
、
潤
色
し

て
出
来

上

が

っ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
記
紀
神
話
を
無
視
し

て

は
日
本

の
神
話

の
本
源
は
探

る
こ
と
は
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
。
作
為
、
潤
色
さ

れ

る
前

の
本
来

の
姿

は
ど
う

で
あ

っ
た
か
。
文
学
乏
し

て
の

「
託
紀
」

の
内
部

か
ら
神
話

の
本
質
を
追
求

し
よ
う
と
す

る
努
力
が

、
も

っ
と

も

っ
と
要
求
さ

れ

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時

に
、
日
本
神
話

の
独
自
性

は
、
わ
が
国

の
風
土
と

歴
史

の
中

で
、
も

っ
と

あ
き
ら
か
に
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

私

は
考
古
学

に
対

す
る
興
味

か
ら
、
わ
ず
か
な
が

ら
考
古
学

の
研
究

成
果

竜

学

ん
で
来

た
。
卒
論

で
は
私

の
考
古
学

の
若

干

の
知

見
と
、
こ
れ
ま
で

の
神
話

研
究

上

の
成
果
を
踏
ま
え
、

「
記
紀
」
神

代
巻

で
も
興
味
あ
る
問
題
と
さ
れ
る

イ
ザ

ナ
キ
黄
泉
国
訪
問
神
話
を
申
心

に
、
わ
が

国
古

代

に
生
き
た
人

々
の
他
界

観
念

の
、
如
何
な
る
も

の
か
を
探

っ
て
み
る

こ
と
を
試

み
た
。

記
紀

の
物
語

る
黄
泉
国
が
、

一
体
ど

の
よ
う
な
世
界

か
と

い
う

こ
と

に
つ
い
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て
は
、
こ
れ
ま

で
比
較
神
話
学
者

、
考
古
学
者

、
民
俗
学
者
な
ど

、
各
分
野

の

学
者

に
よ

っ
て
、
い
ろ

い
ろ
な
説
が
出
さ
れ

て
来

た
。

そ
の
主
な
も

の
は
、
古

墳
説
、
洞
穴
説

、
殯
宮
説

の
三

つ
で
あ

る
と
言

っ
て
良

い
と
思
う
。
だ
が

、
い

ま
だ

に
こ
れ
と
言

っ
た
確
定
的
な
も

の
は
出

さ
れ
て
い
な

い
。

私
は
、
黄
泉
国

H
横
穴
式
石
室
と
考

え
、
し

か
も
根
底

に
は
殯
宮

の
精
神
が

流
れ

て
い
る
と
考
え
た
。

こ
れ
を
説
明
す
る
上

で
の
好
材
料
は
、

イ
ザ

ナ
キ
が

.
黄
泉
国
か
ら
逃
げ
帰

る
時

に
用

い
た
様

々
の
呪
物
と
、
古
墳

の
副
葬
品
と

の
関

係

で
あ
る
。

こ
こ
で
指

摘
し
た

い
こ
と
は
、

「
ナ
ゲ
グ

シ
ヲ
イ

ム
」
と

い
う
思
想
が
、
考

古
学

の
報
告
書

に
反
映

し
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
思
想
を
知

っ
た
上

で

報
告
書
が
書

か
れ
て
い
れ
ば

、
国
文
学

の
研
究

の
上
に
も
大
き
く
影
響

し

て
く

る
で
あ
ろ
う
。
学
界

の
意
見

交
換

の
必

要
性

を
痛
切
に
感
じ
た
。
そ
れ
を
な
し

遂
げ

る
こ
と

は
、
容
易

で
は
な

い
が

、
私

た
ち

の
世
代
が
実

現

へ
の
努

力
を

し

た
い
と

思
う
。

〈
挽

歌
〉

発
生
と
人
麻
呂
以
前
ー

第
四
回
卒
業

伊
藤

和
子

日
本

の
文
学
史
上
、

「
挽
歌
」
と

い
う
語

は
万
葉
集

に
の
み
現

わ
れ
た

の
で

あ
り
、
そ
れ
以
前

の
文
学
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と

、
そ
れ
以
後

の
文
学

に
お

い
て

も
現
わ
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
も
、

「
挽
歌
」
は

「
雑
歌
」

「
相
聞
」

と
並
ん

で
万
葉
集

の
三
大
部
立
を
形
成
し

て
お
ひ
、
万
葉
集

に
お

い
て
は
非
常

に
重
要
な
役
割
を
果
し

て
い
る
部
立
と

い
う

こ
ど
が

で
き
る
。
そ

こ
で
、

こ
の

よ
う
に
万
葉
集

に
お
い

て
大
き
な
ウ

エ
イ

ト
を
占

め
る

「
挽
歌
」
が

、
何
故

万

/

葉

以
前

、
及
び
万
葉

以
後
に
お
け
る
文
学

に
全
く
存
在
し
な

い
の
か
と

い
う
疑

問
が
生
じ

て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ

の
問
題
は

「
挽
歌
」

の
本
質
と

い
う

問

題
と

も
関
連
を
持

ち
、
か
な
り
広

い
範

囲
に
わ
た

っ
て
考
察

を
進
め
な
け
れ

ば
解
決
が

つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

つ
ま
り
、

「挽
歌
」

の
発
生
と

い
う

問

題
か
ら
始

ま
り
、

「
挽
歌
」
が
万
葉
集

の
中

で
ど

の
よ
う

に
展

開
し
て
い

っ

た

か
、
又

、
質
的

に
ど

の
よ
う
な
変
化
を
見

せ
て
い

っ
た
か
と

い
う

こ
と
を
考

え
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
以
上

の
よ
う
な
流

れ
を
明

ら
か
に
し

、
そ

の
中

の
個

々
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
時

、
何
故

「
挽
歌
」
が
万
葉
集

の
み
に
現

わ
れ
た

の
か
と

い
う
問
題
も
、
自
然
と
解
決
さ
れ
、

「
挽
歌
」

の
本
質

に

一
歩

で
も
迫
り
得

る
こ
と
が

で
き

る
も

の
と
思
わ

れ
た
。

そ

こ
で
万
葉
集

に
お
け

る

・「
挽
歌
」

の
展
開

の
跡
を
た
ど

っ
て
い
く
わ
け
な

・
の
で
あ
る
が
、
便

宜
上
、

「
挽
歌
」

の
頂
点
を
形
成
し
た
人
麻
呂
を
申
心

に
、

人
麻

呂
以
前

、
人
麻
呂
、
人
麻
呂
以
後

の
三
つ

の
時

代
に
分
け

て
考
察

を
進
め

て
い
く
こ
と
に
し
た
。
そ
し

て
今

回

の
卒

論
で
は
、

「挽

歌
」

の
発
生
か
ら
人

麻
呂

以
前
と

い
う
初
期

の
部
分
だ

け

の
考
察

に
と
ど

ま

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。

〃

ま
ず
第

一
章

で
は
、

「挽
歌
」

の
意
味
と
範

囲
を
規
定

し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
、

『
文
選
』

に
お
け
る

「
挽
歌
」
・
の
意
味

の
検
討

、
万
葉
集

の

「
挽
歌
」
.と

『
文
選
』

の

「
挽
歌
」
と

の
比
較
と

い
う

こ
と
を
通
じ

て
、
万

葉
集

に
お
け

る

「
挽
歌
」

の
意
味
と
範
囲
を
明
ら
か

に
し
、

「
挽
歌
」

の
外
面

的
位
置
づ
け
を
お

こ
な

っ
て
み
た
。

第

二
章

に
お

い
て
は
、
古
代
人
が

「
死
」
と

い
う

こ
と

に
対
し

て
ど

の
よ
う

な
感
情
を
抱

い
て
い
た
か
と

い
う

こ
と
を
考
え

て
み
た
。

「
挽
歌
」
は
あ
く
ま

で

「
死
」
に
関
し
た
歌

で
あ
り
、

「
死
」
及
び

「
死
者
」
と
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
。
従

っ
て
古
代
人

の

「
死
」
に
対

す
る
感
情

を
明
ら
か

に
す
る
こ
と

.＼
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